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1

第 章 一般廃棄物処理計画の概要

1-1 一般廃棄物処理計画と は

 1 一般廃棄物処理計画の法的根拠

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下、「 廃棄物処理法」 と いう 。 の第 6 条第 1 項で示

さ れている「 市町村は、 当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画 以下、「 一般廃棄

物処理計画」 と いう 。 を定めなければなら ない。」 の規定に基づき 、 川越市 以下、「 本市」 と

いう 。 一般廃棄物処理計画を策定し ます。

 2 適用範囲

① 対象地域

本市の一般廃棄物処理計画の対象地域は廃棄物処理法の規定に基づき 、 川越市内の全域を対

象と し ます。

なお、 本市の一般廃棄物処理計画は、 一般廃棄物の処理に関し 関係を 有する他の市町村の一

般廃棄物処理計画と 調和を保つも のと し ます。

② 対象と なる廃棄物

一般廃棄物処理計画は、長期的視点に立っ た一般廃棄物処理の基本方針を明確にする計画 一

般廃棄物処理基本計画 と 、 その計画に基づき 年度ごと に、 一般廃棄物の排出の抑制、 減量化・

再生利用の推進、 収集、 運搬、 処分等について定める計画 一般廃棄物処理実施計画 から 構

成さ れます。 また、 それぞれ、 ごみに関する部分 ごみ処理基本計画 以下、「 本計画」 と いう 。 

及びごみ処理実施計画 と 生活排水に関する部分 生活排水処理基本計画及び生活排水処理実

施計画 から 構成さ れます。

一般廃棄物処理計画の構成は図 1-1 に示すと おり です。

本計画は、 一般廃棄物処理計画のごみ処理基本計画に該当し 、 平成 28 年 月に環境省が公表

し た「 ごみ処理基本計画策定指針」 改定版 に準じ て策定し ます。

図 1-1 一般廃棄物処理計画の構成

一般廃棄物処理計画

一般廃棄物処理基本計画

 10 15 年の長期計画 

一般廃棄物処理実施計画

 各年度計画 

 処理基本計 画

生活排水処理基本計画 生活排水処理実施計画

 処理実施計 画



2

1-2 計画の点検、 評価、 見直し

 1 計画の進行管理

本計画の進行管理については、     ( 計画の策定) 、   ( 実行) 、      ( 評価) 、  

     ( 見直し ) のいわゆる    サイ ク ルにより 、 継続的に点検、 評価、 見直し を行い

ます。

具体的には、策定さ れた本計画を情報提供等により 、廃棄物に関係を有する廃棄物処理業者、

排出事業者、 市民等に広く 周知し ます【 計画の策定】 。 一般廃棄物の処理は、 ごみ処理基本計

画及びごみ処理実施計画に従っ て生活環境の保全上支障が生じ ないう ちに行います【 実行】 。

毎年度、 施策等の進捗状況を 点検・ 評価し 、 廃棄物減量等推進審議会へ報告し て意見を 求めて

いき ます。 また、 点検・ 評価の報告書を 市ホームページを 通じ て広く 周知し ます【 評価】 。 本

計画は、 評価を 踏まえて概ね 年ごと に見直すこ と と し ます。 ただし 、 計画策定の前提と なっ

ている諸条件に大き な変動があっ た場合には、その状況に応じ て見直し を検討し ます【 見直し 】。

なお、 ごみ処理実施計画については、 年度ごと に、 評価を踏まえて見直し を行います。

図 1-2 一般廃棄物処理基本計画における PDCAサイ ク ル

表 1-1 年度毎の評価項目

計画全体 個別施策

○1 人 1 日当たり ごみ排出量

○リ サイ ク ル率 資源化率 

○最終処分量

○人口 人当たり ごみ処理経費

○事業系ごみ排出量 参考 

○取り 組みの項目

○取り 組みの項目の進捗状況

○次年度の目標と 課題
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1-3 他の計画と の関係

本計画の位置付けと 他の法令・ 計画等と の関係を図 1-3 に示し ます。 また、 本計画に関係す

る法令の概要については表 1-2 に示すと おり です。

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

廃棄物処理基本方針

廃棄物処理施設整備計画

埼玉県廃棄物処理基本計画

川越市総合計画

川越市環境基本計画

資源有効利用促進法

容器包装リ サイク ル法

家電リ サイ ク ル法

食品リ サイ ク ル法

建設リ サイ ク ル法

自動車リ サイ クル法

小型家電リ サイク ル法

グリ ーン購入法

一般廃棄物処理計画

一般廃棄物処理基本計画

●ごみ処理基本計画

●生活排水処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

●ごみ処理実施計画

●生活排水処理実施計画

再 生利用の推進 

個 別物品の特性に応じ た規制 

国 等が率先し て再生品などの調達を 推進 

廃 棄物の適正処理 

食品ロス削減推進法

プラ スチッ ク 資源循環促進法

図 1-3 本計画の位置付けと 他の法令・ 計画等と の関係
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表 1-2( 1) 本計画に関係する法令の概要

法令名称 制定年度 概要

環境基本法
平成 年度

平成 30 年度改正

環境の保全について基本理念を定め、環境の保全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するこ と により 、国民の健康と 文化

的な生活を確保する。

循環型社会形成推進基本法 平成 12 年度

循環型社会の形成についての基本原則や国等の責務を 定める

と と も に基本計画の策定などについて定めるこ と により 、環境

への負荷ができる限り 低減さ れる「 循環型社会」 の形成を推進

する。

廃棄物の処理及び清掃に関する 法

律

 廃棄物処理法 

昭和 45 年度

平成 29 年度改正

廃棄物の排出抑制や適正な処理 分別、 保管、 収集、 運搬、 処

分、 再生等 を行う こ と により 、 生活環境の保全と 公衆衛生の

向上を図るこ と を目的と する。 廃棄物の定義や処理責任、 廃棄

物処理業者及び処理施設に対する許可、廃棄物処理基準などを

規定し ている。

資源の有効な利用の促進に関する

法律

 資源有効利用促進法 

平成 年度

平成 26 年度改正

資源の有効利用を図ると と も に、廃棄物の発生抑制や環境保全

に資する ため、 主に事業者等の取組を 中心に廃棄物の発生抑

制、部品等の再利用及び原材料と し ての再利用の促進を目的と

し ている。

容器包装に係る 分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律

 容器包装リ サイ ク ル法 

平成 年度

家庭等から 排出さ れるごみの大半 容積比約 60  を占めてい

る容器包装の製造・ 利用事業者等に分別収集さ れた容器包装の

リ サイ ク ルを義務付けるこ と により 、一般廃棄物の減量と 資源

の有効利用を図る。

特定家庭用機器再商品化法

 家電リ サイ ク ル法)

平成 10 年度

平成 29 年度改正

家電製品の製造・ 販売事業者等に、 廃家電製品の回収、 リ サイ

ク ルを義務付けるこ と により 、家電製品の効果的なリ サイ ク ル

と 廃棄物の減量化を図る。 当面、 対象と なる家電製品は当初、

ブラ ウン管テレビ、 冷蔵庫・ 冷凍庫、 洗濯機、 エアコ ンと なっ

ていたが、平成 21 年 4 月 1 日より 液晶式及びプラ ズマ式テレ

ビと 衣類乾燥機が追加さ れた。

食品循環資源の再生利用等の促進

に関する法律

 食品リ サイ ク ル法 

平成 12 年度

令和元年度改正

売れ残り や食べ残し 又は製造過程において発生する 食品廃棄

物について、 発生抑制、 減量化などにより 最終的に処分さ れる

量を減少さ せると と も に、飼料や肥料等の原材料と し て再生利

用するため、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等

の促進を図る。

建設工事に係る 資材の再資源化等

に関する法律

 建設リ サイ ク ル法 

平成 12 年度

平成 26 年度改正

建設工事の受注者等に、建築物等の分別解体や建設廃棄物のリ

サイ ク ルなどを義務付け、建設工事に係る資材の有効利用の確

保及び廃棄物の適正な処理を図る。

使用済自動車の再資源化等に関す

る法律

 自動車リ サイ ク ル法 

平成 14 年度

平成 29 年度改正

自動車製造業者及び関連事業者によ る 使用済自動車の再資源

化などを 適正かつ円滑に実施する ための措置を 講じ る こ と に

より 、 使用済自動車の適正な処理と リ サイ ク ルなどを図る。

使用済小型電子機器等の再資源化

の促進に関する法律

 小型家電リ サイ ク ル法 

平成 25 年度

使用済小型電子機器等に利用さ れている 金属その他の有用な

も のの相当部分が回収さ れずに廃棄さ れている状況に鑑み、使

用済小型電子機器等の再資源化を 促進する ための措置を 講ず

るこ と により 、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を確

保し 、 生活環境の保全及び国民経済の健全な発展を図る。

国等によ る 環境物品等の調達の推

進等に関する法律

 グリ ーン購入法 

平成 12 年度

平成 27 年度改正

国等が率先し て、 再生品等の環境物品等の調達を推進し 、 情報

提供その他の環境物品等への需要の転換の促進を図る。
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表 1-2( 2) 本計画に関係する法令の概要

法令名称 制定年度 概要

食品ロ スの削減の推進に関する 法

律 食品ロス削減推進法 
令和元年度

食品ロスの削減に関し 、 国、 地方公共団体等の責務等を明ら か

にすると と も に、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関す

る施策の基本と なる事項を定めるこ と 等により 、食品ロスの削

減を総合的に推進する。

プラ スチッ ク に係る 資源循環の促

進等に関する 法律 プラ スチッ ク

資源循環促進法 

令和 年 月

公布

国内外における プラ スチッ ク 使用製品の廃棄物を めぐ る 環境

の変化に対応し て、プラ スチッ ク に係る資源循環の促進等を図

るため、 プラ スチッ ク 使用製品の使用の合理化、 プラ スチッ ク

使用製品の廃棄物の市町村によ る 再商品化並びに事業者によ

る 自主回収及び再資源化を 促進する ための制度の創設等の措

置を講ずるこ と により 、生活環境の保全及び国民経済の健全な

発展を図る。
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第 章 ごみ処理基本計画

2-1 基本的事項

 1 計画見直し の趣旨

本市では、 廃棄物処理法第 6 条第 1 項に基づき、 平成 28 年 月に「 川越市一般廃棄物処理

基本計画『 ごみ処理基本計画』 編」 を策定し 、 ごみ処理行政に取り 組んでき まし た。

近年の国際的な潮流と し て、 平成 27 年 月の国連サミ ッ ト で、 複数の課題の統合的解決を目

指す「 持続可能な開発目標      」 が加盟国の全会一致で採択さ れまし た。 国も 持続可能

な社会づく り の総合的な取組を目指し 、 平成 30 年 月に閣議決定さ れた「 第四次循環型社会形

成推進基本計画」 では、「 持続可能な社会づく り と の統合的な取組」 を進めていく こ と を掲げて

います。 さ ら に、 国民運動と し て食品ロスの削減を 推進するこ と を明記し た「 食品ロスの削減

の推進に関する法律」 の施行 令和元年 10 月 や、 ワンウェ イ プラ スチッ ク 排出量の削減など

を目指す「 プラ スチッ ク に係る資源循環の促進等に関する法律」 の公布 令和 年 月 など

持続可能な社会形成へ向けた動き が進んでいます。

埼玉県でも 、 令和 年 月に食品ロス削減推進計画と し ての位置付けも 包括し た「 第 次埼

玉県廃棄物処理基本計画」 が策定さ れています。

こ れら の廃棄物を取り 巻く 社会情勢の変化や新たな課題に対応するため、 本市においても 、

新たにごみ処理に係る基本方針を 明確に示すと と も に、 今後の一般廃棄物の発生の見込み、 地

域の開発計画、 住民の要望などを 踏まえた上で、 一般廃棄物処理施設やごみ処理体制の整備等

の将来的な目標を定め、 それを実現するための現実的かつ具体的な施策を総合的に検討する必

要があり ます。

特にごみをめぐ る社会・ 経済状況の動向と し て、 家庭系ごみについては、 今後、 人口減少社

会・ 少子高齢化の影響により ごみ量は緩やかに減少傾向を 示し ますが、 一方で年齢階層の変化

や高齢化の進展に伴いごみ質の変化 例えば、大人用のおむつ、在宅ケアによる医療系廃棄物、

単身向け惣菜等の購入による容器包装廃棄物の増加等 が想定さ れるなど、 ごみ量・ ごみ質の

変化に対応し たごみ処理システムの再構築が求めら れます。

また、事業系ごみについては、経済状況等による影響を受けやすい傾向があるも のの、近年、

資源・ 循環型社会の構築に向けた取り 組みが求めら れており 、 状況に応じ て適切な対策を講じ

ていく こ と が重要であると 考えます。

以上のよう な状況を 踏まえ、 今後も 適正な廃棄物行政を 推進し ていく 必要があるこ と から 、

本計画の必要な事項について見直し を行い、 将来的にも 適正な一般廃棄物の処理を推進すると

と も に、 ごみの減量・ 資源リ サイ ク ル活動の推進等を目標と し た「 循環型社会の構築」 を目指

すも のと し ます。
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 2 ごみ処理基本計画の位置付け

本計画は、 長期的・ 総合的視点に立っ て、 計画的なごみ処理の推進を 図るための基本方針と

なるも のであり 、 ごみの排出の抑制及びごみの発生から 最終処分に至るまでの、 ごみの適正な

処理を進めるために必要な基本的事項を定めるも のと し ます。

 3 広域的な取り 組み

埼玉県では、 平成 20 年 3 月に「 第 次埼玉県ごみ処理広域化計画」 を策定し ています。 同

計画では、 地域の地理的・ 社会的な特性を考慮し た上で適正な施設の規模を 確保するために、

焼却施設の 1 日当たり の処理能力が 300 ト ン以上 少なく と も 100 ト ン以上 と なるよう にご

み処理広域ブロッ ク  計 21 ブロッ ク  を設定し ています。 本市は、 ブロッ ク 11 と し て位置付

けら れており 、 単独市町村で計画的な施設整備を進めていく 予定と さ れています。

 4 計画目標年度

本計画は令和 年度を開始年度と し 、 令和 13 年度までの 10 年間を計画期間と し ます。

更に、 計画の進捗状況を把握し 、 計画見直し を適切に実施し ていく ため、 中間目標年度と し

て令和 年度を設定し ます。

なお、 一般廃棄物処理基本計画は、 概ね 年ごと に改訂すると と も に、 法制度や社会状況等

に大き な変化が起き た場合には、 本計画で掲げた数値目標や重点施策などについての達成度や

各々の取組の進捗状況を踏まえ見直し を 行います。 また、 計画を推進し ていく ため、 適宜各々

の状況を把握すると と も に、 その効果などについても 定期的に検討し 、 必要に応じ 新たな対応

を講じ ていく も のと し ます。

図 2-1 計画目標年度
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2-2 地域の概況

 1 人口の概況

① 人口・ 世帯数の推移

本市は、大正 11 年に埼玉県内で初めて市制を施行し 、昭和 30 年には隣接する 9 村を合併し

現在の市域と なり まし た。 平成 15 年には県内で初の中核市に移行し まし た。

本市の人口は、 表 2-1 と 図 2-2 に示すと おり 増加傾向にあり ますが、 1 世帯当たり の人口は

年々減少し つつあり ます。

表 2-1 本市における人口及び世帯数の実績 各 年 10 月 1 日現在 

資料 総務省「 国勢調査 令和 2 年度 」

図 2-2 人口、 世帯数、  世帯当たり 人口の推移

人口 男性 女性

 人  人  人  世帯  人/世帯 

昭和30年度 104,612 51,551 53,061 19,829 5.28

昭和35年度 107,523 52,965 54,558 21,552 4.99

昭和40年度 127,155 63,574 63,581 29,145 4.36

昭和45年度 171,038 86,810 84,228 44,610 3.83

昭和50年度 225,465 114,704 110,761 63,076 3.57

昭和55年度 259,314 132,572 126,742 76,080 3.41

昭和60年度 285,437 145,644 139,793 85,450 3.34

平成2年度 304,854 155,822 149,032 97,332 3.13

平成7年度 323,353 164,351 159,002 109,205 2.96

平成12年度 330,766 167,514 163,252 117,986 2.80

平成17年度 333,795 168,943 164,852 125,112 2.67

平成22年度 342,670 171,590 171,080 137,121 2.50

平成27年度 350,745 175,559 175,186 145,715 2.41

令和2年度 354,680 177,393 177,287 153,071 2.32

世帯数 1世帯当たり人口
区分

年度

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

50,000
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200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

S30年度 35年度 40年度 45年度 50年度 55年度 60年度 H2年度 7年度 12年度 17年度 22年度 27年度 R2年度

人口 世帯数 1世帯当たり人口

 単位 人、世帯  単位 人/世帯 
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② 年齢別人口

年齢別人口については、 図 2-3 に示すと おり です。

令和 3 年 4 月 1 日現在における本市の年齢別人口は、 男性・ 女性と も に 45 49 歳が最も 多

く なっ ていますが、 男女と も に 45 49 歳前後及び 70 74 歳前後に集中する傾向があり ます。

また、 一般的に 65 歳以上の人口が 7 を超えた社会を「 高齢化社会」 と 呼び、 14 を超えた

社会を「 高齢社会」 と 呼びますが、 本市では 0 14 歳までの年少人口が市全体の約 12. 3 、 15

 64 歳までの生産年齢人口は約 60. 9 であり 、 65 歳以上の老年人口は約 26. 8 と なるため、

既に高齢社会と なっ ていると 考えら れます。

男性 176, 559 人 年 齢 女性 176, 679 人

6, 264

7, 092

7, 656

7, 892

9, 369

8, 982

8, 976

10, 403

12, 024

14, 206

12, 345

10, 221

9, 185

10, 937

13, 841

11, 625

8, 089

4, 705

2, 089

677

101

0 5, 000 10, 000 15, 000 20, 000

6, 615

7, 868

7, 879

8, 014

9, 905

9, 696

10, 160

11, 326

13, 285

15, 638

13, 213

10, 883

9, 302

10, 263

12, 043

9, 720

6, 570

3, 119

912

133

15

05, 00010, 00015, 00020, 000

0  4
5  9

10 14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 69
70 74
75 79
80 84
85 89
90 94
95 99

100 

生産年齢人口

215,025人
60.9 

年少人口

43,374人

12.3 

老年人口

94,839人
26.8 

人口( 人)

図 2-3 本市における年齢別人口の実態 令 和 年 月 日 現在 

注 国は令和 年 月 日現在。 埼玉県は令和 年 月 日現在。

参考 全国及び埼玉県の年齢 3 区分別人口比率

年少人口

12. 0%

年少人口

11. 9%

生産年齢人口 61. 5%

生産年齢人口 59. 1%

老年人口

26. 5%

老年人口

28. 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

埼玉県

全 国
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 2 産業の概況

本市の産業分類別就業者数の割合は、 第三次産業が 66. 6 で最も 多く 、 次いで第二次産業

22. 6 、第一次産業が 1. 7 と なっ ています。最も 就業者数が多いのは、製造業で全体の 15. 8 

を占めていますが、 次いで卸売・ 小売業 15. 1 、 医療・ 福祉が 10. 6 と なっ ています。

表 2-2 産業大分類別 15 歳以上就業者数

平成 27 年 10 月 1 日現在

資料 総務省「 国勢調査 平成 27 年度 」

就業者数 就業者数
 人  人 

 農業 林業 2,725 1.7%

 漁業 3 0.0%
 鉱業 採石業 砂利採取業 10 0.0%
 建設業 11,058 6.7%
 製造業 26,051 15.8%
 電気・ガス・熱供給・水道業 730 0.4%
 情報通信業 5,234 3.2%
 運輸業 郵便業 9,692 5.9%
 卸売業 小売業 24,847 15.1%
 金融業 保険業 3,901 2.4%
 不動産業 物品賃貸業 3,786 2.3%
 学術研究 専門・技術サービス業 5,553 3.4%

 宿泊業 飲食サービス業 8,533 5.2%
 生活関連サービス業 娯楽業 5,771 3.5%
 教育 学習支援業 7,704 4.7%
 医療 福祉 17,509 10.6%
 複合サービス事業 1,124 0.7%
 サービス業 他に分類されな もの 10,276 6.2%
 公務 他に分類されるものを除く 4,879 3.0%

分類不能 15,110 9.2% T 分類不能の産業 15,110 9.2%
総 計 164,496 100.0% 164,496 100.0%総 計

第二次産業 37,119 22.6%

第三次産業 109,539 66.6%

産業分類 構成比 産業分類 大分類 構成比

第一次産業 2,728 1.7%

第一次

1. 7%

第二次

22. 6%

第三次

66. 6%

分類不能

9. 2%
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2-3 ごみ処理の現状

 1 ごみ処理フ ロー

本市におけるごみ処理の流れは図 2-4 に示すと おり です。

分
別
・
排
出

収
集
・
運
搬

中
間
処
理

最
終
処
分
・
資
源
化

一 般 廃 棄 物

集
団
回
収

有
害
ご
み

粗
大
ご
み

不
燃
ご
み

可
燃
ご
み

そ
の
他
プ
ラ

び
ん
・
か
ん

紙
類

小
型
家
電
類

布
類

<<焼却・ 破砕・ 選別>>

東清掃セン タ ー

①焼却施設

②リ サイク ル施設

不燃ごみ処理設備

資源ごみ処理設備

焼
却
残
渣

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

廃
蛍
光
管
類

廃
乾
電
池
類

廃
家
電
類

小
型
家
電
類

非
鉄
金
属

鉄
類

選
別
紙
類

そ
の
他
プ
ラ

カ
レ
ッ
ト

生
き
び
ん

飛
灰
・
ス
ラ
グ

再
生
家
具

土
壌
改
良
材

溶
融
不
適
物

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

<<資源化処理>>

再 生 業 者

循 環 型 社 会

<<埋立処分>>

小畔の里ク リ ーンセンタ ー

民間最終処分場

破砕残渣

再生家具

※1 ※2

※2 ※1

※3

<<焼却・ 破砕・ 選別>>

資源化セン タ ー

③熱回収施設

④リ サイ ク ル施設

不燃ごみ処理設備

粗大ごみ処理設備

びん・ かん類処理設備

その他プラ 容器包装処理設備

スト ッ クヤード

⑤草木類資源化施設

⑥つばさ 館

※1 その他プラ ⇒その他プラ スチッ ク 製容器包装を指す。

※2 小型家電類⇒「 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」 に準じ た使用済小型電子機器等を指す。

※3 点線は最終処分を指す。

図 2-4 ごみ処理フ ロー 令和 年度 
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 2 ごみ処理体制

① 分別収集区分

 ア 収集区分の推移

本市ではごみを 10 区分で分別収集し ており 、 資源化センタ ーでは「 びん・ かん」「 その他プ

ラ スチッ ク 製容器包装」 及び「 可燃ごみ」「 不燃ごみ 使用済小型電子機器等を含む。 」「 粗大

ごみ」「 有害ごみ 水銀含有ごみ 」 の一部を処理し 、 東清掃センタ ーでは「 ペッ ト ボト ル」 及

び「 可燃ごみ」「 不燃ごみ 小型電子機器等を含む。 」「 粗大ごみ」「 有害ごみ 水銀含有ごみ 」

の一部の処理を行っ ています。

また、  紙類 、「 布類」 及び「 使用済小型電子機器等」 については、 それぞれ資源化処理業者

で資源化処理を行っ ています。

年度 昭和48 昭和58 昭和59 平成2 平成7 平成8 平成12 平成13 平成16 平成24

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

使用済小型
電子機器等

現在
区分

可燃  

ペットボトル

有害  

粗大  

びん・かん

不燃  

その他プラスチック

製容器包装

布類

紙類

注 図中の各分別区分の欄の線の始まりは、収集開始年度であることを意味して ます。 

図中の破線は一部実施を、実線は全市実施を意味して ます。 

図中の縦線は、変更前後の分別区分の関係を示して ます。 

 例 昭和 48 年度 可 燃 の分別区分から可 燃 と不燃 に分別  区分を変更して ること を意味して ます。  
図 2-5 収集区分の推移

 イ  収集・ 処理でき るごみ

家庭から 排出さ れるごみは、 大き く 分けて「 可燃ごみ」「 不燃ごみ 小型電子機器等を含む。 」

「 粗大ごみ」「 その他プラ スチッ ク 製容器包装」「 びん・ かん」「 ペッ ト ボト ル」「 有害ごみ 水

銀含有ごみ 」「 紙類」「 布類」 に区分し ています。

ごみの分別区分については表 2-3 に示すと おり です。
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表 2-3 ごみの分別区分及び収集頻度の概要 令 和 3 年 4 月現在 
ごみの区分 収集頻度 主な収集品目 排出方法 収集方式 収集主体

可燃ごみ 2 回/週
台所ごみ、 皮革製品、 小枝、 板、

落ち葉、 布団等

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

草木類は長さ 50cm未満

に切り 、 ひも でし ばる

ステーショ ン

方式

直営

委託

そ の他プ ラ ス チ ッ ク

製容器包装
1 回/週

プラ マーク の付いたボト ル類、

カ ッ プ・ パッ ク 類、 網・ ネッ ト

類、 ポリ 袋・ ラ ッ プ類、 緩衝材

類、 ト レ イ 類、 フ タ 類、 チュ ー

ブ類など

中身を 捨てて、 軽く ゆ

すぎ、 フ タ がある も の

はフ タ を はずし 、 白色

半透明袋または無色透

明袋で排出する

びん・ かん 1 回/2 週
飲食料品・ 化粧品のびん及び飲

料用・ 缶詰のかん、 スプレー缶

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

び ん と か ん は 同 じ 袋

に、 スプレ ー缶は別の

袋に入れて排出する

委託

ペッ ト ボト ル 1 回/2 週

PET マ ーク の付いた 清涼飲料

水・ 酒類・ し ょ う ゆ・ めんつゆ

などのペッ ト ボト ル

フ タ を 外し て中身を 洗

い、 白色半透明袋また

は無色透明袋で排出す

る

不燃ごみ 1 回/4 週

金属類、 ガラ ス製品、 陶磁器、

概ね 50cm未満の家電製品、自転

車 電動自転車を除く  など

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

割れも の、 ガラ ス、 電

球などは紙等に包み、

品目名を 記入し て袋に

入れる

有害ごみ

( 水銀含有ごみ)
1 回/4 週

乾電池、 水銀体温計、 蛍光管、

水銀血圧計など

乾電池、 水銀体温計、

水銀血圧計などは、 白

色半透明袋または無色

透明袋で袋に有害ごみ

と 表示し て排出する

蛍光管は購入時のケー

スに入れて排出する

粗大ごみ 随 時

家具類、 じ ゅう たん、

最大辺が 50cm 以上の家電製品

など

電話申し 込みによ り 戸

別収集する 予約制 

リ ク エスト

収集 有料 
直営

紙類 1 回/月
新聞紙、 雑がみ、 段ボール、 紙

パッ ク

それぞれの品目毎に分

けて、 ひも でし ばる

ステーショ ン

方式

直営

委託

布類 1 回/4 週
衣類、 下着類、 毛布・ タ オル・

シーツなど

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

ステーショ ン

方式
委託

使用済小型電子機器等 随 時
投入口 縦 10cm×横 25cm に入

る小型家電製品など

市内10ヶ 所に設置し て

いる 回収ボッ ク スに入

れる

ボックス回収 直営
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 ウ 収集・ 処理でき ないごみ

本市では、 産業廃棄物や「 家電リ サイ ク ル法」 の対象品目( テレビ ブラ ウン管・ 液晶・ プラ

ズマ 、 エアコ ン、 冷蔵庫・ 冷凍庫、 洗濯機・ 衣類乾燥機) 、「 資源有効利用促進法」 の対象品目

( パソ コ ン) 及び特別管理一般廃棄物に指定さ れている感染性廃棄物及び適正処理困難物等は、

収集及び処理を行っ ていません。 本市で受け入れができないごみの種類を表 2-4 に示し ます。

表 2-4 本市では収集・ 処理できないごみ

ごみの種類 収集対象外の廃棄物 排出方法

適正処理困難物
バイ ク など

専門業者に相談する

農薬など

特殊耐圧容器 消火器

資源物 二次電池 充電式電池 

医療系ごみ 鋭利なも の、 感染性廃棄物

家電リ サイ ク ル法の

対象品目

テレビ ブラ ウン管・ 液晶・ プラ ズマ 、 エアコ

ン、 冷蔵庫・ 冷凍庫、 洗濯機・ 衣類乾燥機

資源有効利用促進法の

対象品目

パソ コ ン

 ノ ート 型、 デスク ト ッ プ型本体・ ディ スプレイ 

産業廃棄物 産業廃棄物

② 処理対象区域

本市の行政区域全域がごみ処理対象区域と なり ます。

③ 収集・ 運搬体制

 ア 収集対象区域

本市の行政区域全域が収集対象区域と なり ます。

 イ  収集対象ごみ

収集対象ごみは、 家庭系一般廃棄物のみです。

 ウ ごみの分別排出方法

本市が指定するごみの分別基準に従っ て所定のステーショ ンに排出し ます。

令和 年 月末のごみステーショ ンの設置状況は表 - に示すと おり で、 市内に 10, 089 箇

所あり 、  箇所当たり の平均世帯数は 15. 9 世帯と なっ ています。
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表 2-5 ごみステーショ ンの設置状況 令和 2 年 3 月末現在 
管内名

項目

本
庁
管
内

芳
野
管
内

古
谷
管
内

南
古
谷
管
内

高
階
管
内

福
原
管
内

大
東
管
内

霞
ヶ
関
管
内

川
鶴
管
内

霞
ヶ
関
北
管
内

名
細
管
内

山
田
管
内

計

集積所数 箇所 3, 620 90 138 552 1, 699 443 873 831 106 569 830 338 10, 089

所当  たり の

世帯数 世帯/箇所 
14. 1 24. 9 32. 0 19. 0 14. 7 19. 4 17. 6 16. 8 24. 0 14. 2 16. 4 14. 7 15. 9

 エ ごみの収集方法

原則的にステーショ ン 集積所 で収集し ています。「 粗大ごみ」 は電話予約によるリ ク エス

ト 収集方式で戸別収集し 、「 使用済小型電子機器等」 は回収ボッ ク ス等で回収し ています。

 オ ごみの収集頻度

ごみの収集頻度については、 表 2-3 に示すと おり です。

④ 中間処理体制

本市の中間処理は、 東清掃センタ ーと 資源化センタ ーの 2 施設で行っ ています。

東清掃センタ ーは、 全連続燃焼式スト ーカ 炉の焼却施設、 ペッ ト ボト ル等の処理を行う リ サ

イ ク ル施設を有する施設です。

資源化センタ ーは、 溶融設備や発電設備を備えた熱回収施設、 その他プラ スチッ ク 製容器包

装等の処理を行う リ サイ ク ル施設、 せん定枝等を資源化する草木類資源化施設を 有するなど、

複合的な施設です。

各センタ ーで処理するごみ処理区分は表 2-6 のと おり です。

表 2-6 中間処理施設におけるごみ処理種別

区分

施設名

可燃ごみ
不燃ごみ

有害ごみ

びん

かん

ペッ ト

ボト ル

その他

プラ スチッ ク

製容器包装

粗大ごみ

東清掃センタ ー ○ ○ × ○ × ○

資源化センタ ー ○ ○ ○ × ○ ○

※凡例 ○ 処理対象品目 × 処理対象外品目
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表 2-7 川越市東清掃センタ ーの概要

区分 内 容

施 設 名 称 川越市東清掃センタ ー

所 在 地 埼玉県川越市芳野台 2 丁目 8 番地 18

敷 地 面 積 約 10, 400 ㎡

主 要 建 物

焼却施設
工場棟 建築面積 1, 874 ㎡ 延床面積 3, 968 ㎡

管理棟 建築面積 379 ㎡ 延床面積 662 ㎡

リ サイ ク ル施設
工場棟 建築面積 1, 754 ㎡ 延床面積 2, 978 ㎡

管理棟 建築面積 327 ㎡ 延床面積 905 ㎡

竣 工 年 月
焼却施設 昭和 61 年 11 月 排ガス高度処理 平成 16 年 2 月 

リ サイ ク ル施設 平成 5 年 3 月

焼
却
施
設

処理能力 140 /日 70 /24h×2 炉 

処理方式 全連続燃焼式スト ーカ 炉

建物構造 鉄筋コ ンク リ ート 造・ 鉄骨造 地上 3 階建て

予熱利用 場内給湯及び暖房

煙突高さ 59 

リ
サ
イ
ク
ル
施
設

処理能力 60 /5h
不燃ごみ 30 /5h

資源ごみ 30 /5h

建物構造 鉄筋コ ンク リ ート 造・ 鉄骨造 地上 2 階建て

主要設備
破砕機、 磁選機、 風力選別装置、 アルミ 選別機、

供給コ ンベヤ、 破袋機、 手選別コ ンベヤ、 ペッ ト ボト ル圧縮機

図 2-6 東清掃センタ ー 図 2-7 資源化センタ ー
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表 2-8 川越市資源化センタ ーの概要

区分 内 容

施 設 名 称 川越市資源化センタ ー

所 在 地 埼玉県川越市大字鯨井 782 番地 3

敷 地 面 積 約 105, 000 ㎡

主 要 建 物

熱回収施設 建築面積 7, 228 ㎡ 延床面積 13, 919 ㎡

リ サイ ク ル施設 建築面積 4, 434 ㎡ 延床面積 8, 281 ㎡

スト ッ ク ヤード 延床面積 1, 495 ㎡

草木類資源化施設 延床面積 1, 926 ㎡

環境プラ ザ 建築面積 2, 418 ㎡ 延床面積 4, 345 ㎡

竣 工 年 月 平成 22 年 3 月

熱
回
収
施
設

処理能力 265 /日 132. 5 /24h×2 炉 

処理方式 流動床式ガス化溶融炉

建物構造
鉄骨造・ 鉄筋コ ンク リ ート 造・ 鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造

地上 5 階建て

発電設備 蒸気タ ービン 定格出力 4, 000kW 

煙突高さ 90 

リ
サ
イ
ク
ル
施
設

処理能力 53 /5h

不燃ごみ 8. 4 /5h

粗大ごみ 0. 9 /5h

びん・ かん 22. 4 /5h

その他プラ スチッ ク 製容器包装 21. 3 /5h

建物構造
鉄骨造・ 鉄筋コ ンク リ ート 造 地上 4 階建て

スト ッ ク ヤード  鉄骨造平屋建て

主要設備

破砕機、 可燃不燃選別機、 びん・ 缶手選別コ ンベヤ、 缶類磁選機・

アルミ 選別機、 金属プレス機、 その他プラ 容器機械式選別機、 圧縮

梱包機

草
木
類
資
源
化
施
設

処理能力 6. 1 /5h

処理対象 せん定枝

処理方式 破砕処理方式

建物構造 鉄骨造平屋建て

環
境
プ
ラ
ザ

愛 称 つばさ 館

概 要

施設管理エリ ア

情報展示ホール、 家具再生工房、 自転車再生工房、 活動交流室、

情報資料コ ーナー、 リ サイ ク ル体験工房、 研修室
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⑤ 最終処分体制

中間処理施設で処理さ れたごみの残渣
さ

は、一部をセメ ント 原料等に有効利用し 、残り の残渣
さ

は

小畔の里ク リ ーンセンタ ー及び民間最終処分場において埋立処分を行っ ています。

最終処分場の施設概要は表 2-9 に示すと おり です。

表 2-9 最終処分場の概要

区分 内 容

施 設 名 称 川越市小畔の里ク リ ーンセンタ ー

所 在 地 埼玉県川越市大字平塚新田 160 番地

事 業 主 体 川越市

事 業 面 積 約 98, 000 ㎡

建 設 工 期
着工 昭和 62 年 10 月

竣工 平成元年 3 月

埋
立
処
分
場
の
概
要

埋立面積 39, 000 ㎡ 第 期 

埋立容量 213, 000 ㎥ 第 期 

埋立期間 平成元年 4 月より 埋立開始

埋立方法 サンド イ ッ チ工法による準好気性埋立方式

浸出水処理 150 ㎥/日 調整槽 回転円板 凝集沈殿 砂ろ過 滅菌 
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 3 ごみ処理の実績

① 出量の実績

本市で排出さ れるごみは、 基本的に家庭から 排出さ れる家庭系ごみと 事業所から 排出さ れる

事業系ごみに区分さ れます。

それぞれの排出量の実績と 推移は表 2-10、 図 2-8 に示すと おり です。

表 2-10 ごみ排出量の実績

家庭系 排 出量 77,555 76,142 76,340 76,329 77,697
家庭系 収 集量 75,059 73,577 73,615 73,364 74,241
家庭系 直 接搬入量 2,495 2,565 2,724 2,965 3,456

事業系 排 出量 27,788 29,117 28,701 27,667 27,846
事業系 許 可業者搬入量 24,092 25,238 24,971 24,310 23,484
事業系 直 接搬入量 2,037 1,959 1,638 1,565 2,280
その他直営定時外搬入量 702 736 846 621 909
脱水汚泥搬入量 957 1,184 1,247 1,171 1,173

集団回収量 7,438 6,950 6,507 6,129 5,710
112,780 112,209 111,548 110,125 111,253

880 875 867 855 860
家庭系 排出量  g 605 594 594 592 601
事業系 排出量  g 217 227 223 215 215
集団回収 排出量  g 58 54 51 48 44

※それぞれを四捨五入して るため、内訳の計が合計と一致しな 場合があります。

平成29年度 平成30年度 令和元年度

合計  総排出 量 
1人1日当たり 排出量  g 

平成27年度 平成28年度

880 875

867
855

860

800

850

900

950

0

50,000

100,000

150,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

家庭系 排出量 事業系 排出量 集団回収量 1人1日当たり 排出量  g 

単位 g/人日単位  /年

112,780 112,209 111,548 110,125 111,253

図 2-8 ごみ排出量の推移

 単位 t/年 
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品目ごと の排出量の実績は表 2-11、 表 2-12 に示すと おり です。

表 2-11 品目ごと のごみ排出量の実績

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

日 366 365 365 365 366

人 350,047 351,432 352,393 352,990 353,371

人 350,047 351,432 352,393 352,990 353,371

人 0 0 0 0 0

t/年 77,554.54 76,141.90 76,339.63 76,329.01 77,696.62

t/年 75,059.35 73,576.74 73,615.36 73,363.58 74,240.93

   可燃  t/年 59,277.97 58,255.40 58,483.68 58,113.31 58,343.42

   不燃 ・ 有害  t/年 2,821.57 2,736.45 2,812.40 3,051.16 3,127.87

不燃  t/年 2,725.26 2,642.30 2,717.14 2,955.08 3,042.02

乾電池 t/年 79.50 79.44 82.68 84.60 77.23

蛍光管 t/年 16.81 14.71 12.58 11.48 8.62

   粗大  t/年 234.77 243.59 252.26 254.82 245.11

   びん・かん t/年 3,271.77 3,170.31 3,084.37 2,982.75 2,946.10

   ペットボトル t/年 1,166.29 1,176.66 1,205.23 1,249.18 1,261.28

   その他プラスチック製容器包装 t/年 4,084.72 4,052.76 4,027.65 4,014.51 4,080.84

   紙類 t/年 3,986.06 3,723.70 3,576.75 3,521.57 3,679.00

   布類 t/年 162.13 181.81 172.42 175.61 556.89

   小型家電 拠点回収 t/年 54.07 36.06 0.61 0.67 0.42

t/年 2,495.19 2,565.16 2,724.27 2,965.43 3,455.69

   可燃  t/年 1,791.89 1,739.03 1,928.90 2,177.93 2,487.59

   不燃 ・ 有害  t/年 703.30 826.13 795.37 787.50 968.10

t/年 27,787.65 29,116.99 28,700.91 27,667.32 27,846.10

t/年 24,091.66 25,237.54 24,970.63 24,310.47 23,484.46

   可燃  t/年 23,950.84 25,082.83 24,938.27 24,277.48 23,443.24

   不燃 ・ 有害  t/年 81.35 92.33 32.36 32.99 41.22

   資源  t/年 59.47 62.38 0 0 0

a びん・かん t/年 59.47 62.38 0 0 0

b ペットボトル t/年 0 0 0 0 0

t/年 2,036.56 1,959.37 1,637.84 1,565.17 2,280.30

   可燃  t/年 1,958.07 1,870.40 1,615.15 1,540.18 2,221.43

   不燃 ・ 有害  t/年 78.49 88.97 22.69 24.99 58.87

t/年 701.96 736.00 845.76 620.91 908.56

   可燃  t/年 616.25 639.83 826.19 592.16 815.04

   不燃 ・ 有害  t/年 85.71 96.17 19.57 28.75 93.52

t/年 957.47 1,184.08 1,246.68 1,170.77 1,172.78

t/年 7,438.03 6,949.96 6,507.30 6,129.13 5,710.37

   紙類 t/年 7,137.50 6,655.56 6,225.05 5,847.68 5,416.05

   布類 t/年 193.91 190.64 181.55 182.64 176.54

   びん類 t/年 13.25 12.81 10.57 7.97 6.79

   金属類 t/年 93.37 90.95 90.13 90.84 110.99

計 t/年 112,780.22 112,208.85 111,547.84 110,125.46 111,253.09

単位
実績値

年間日数

人口等

A 行政区域内人口

B 計画収集人口

C 自家処理人口 A-B 

カ 脱水汚泥搬入量

集
団
回
収
量

F 集団回収量

G  年 間排出量

排
出
量

家
庭
系

D 家庭系 年 間排出量

ア 家庭系 収 集量

イ 家庭系  直接搬入量

事
業
系
 
 

E 事業系 年 間搬入量

ウ 事業系 許 可業者搬入量

エ 事業系  直接搬入量

オ その他直営定時外搬入量

※人口は、 各年 10 月 1 日現在の住民基本台帳人口
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表 2-12 品目ごと のごみ排出量の実績 1 人 1 日当たり  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

日 366 365 365 365 366

人 350,047 351,432 352,393 352,990 353,371

人 350,047 351,432 352,393 352,990 353,371

人 0 0 0 0 0

g/人日 605.3 593.6 593.5 592.4 600.7

g/人日 585.9 573.6 572.3 569.4 574.0

   可燃  g/人日 462.7 454.2 454.7 451.0 451.1

   不燃 ・ 有害  g/人日 22.0 21.3 21.9 23.7 24.2

不燃  g/人日 21.3 20.6 21.1 22.9 23.5

乾電池 g/人日 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6

蛍光管 g/人日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

   粗大  g/人日 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9

   びん・かん g/人日 25.5 24.7 24.0 23.2 22.8

   ペットボトル g/人日 9.1 9.2 9.4 9.7 9.8

   その他プラスチック製容器包装 g/人日 31.9 31.6 31.3 31.2 31.6

   紙類 g/人日 31.1 29.0 27.8 27.3 28.4

   布類 g/人日 1.3 1.4 1.3 1.4 4.3

   小型家電 拠点回収 g/人日 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0

g/人日 19.5 20.0 21.2 23.0 26.7

   可燃  g/人日 14.0 13.6 15.0 16.9 19.2

   不燃 ・ 有害  g/人日 5.5 6.4 6.2 6.1 7.5

g/人日 216.9 227.0 223.1 214.7 215.3

g/人日 188.0 196.7 194.1 188.7 181.6

   可燃  g/人日 186.9 195.5 193.9 188.4 181.3

   不燃 ・ 有害  g/人日 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3

   資源  g/人日 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

a びん・かん g/人日 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

b ペットボトル g/人日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g/人日 15.9 15.3 12.7 12.1 17.6

   可燃  g/人日 15.3 14.6 12.6 12.0 17.2

   不燃 ・ 有害  g/人日 0.6 0.7 0.2 0.2 0.5

g/人日 5.5 5.7 6.6 4.8 7.0

   可燃  g/人日 4.8 5.0 6.4 4.6 6.3

   不燃 ・ 有害  g/人日 0.7 0.7 0.2 0.2 0.7

g/人日 7.5 9.2 9.7 9.1 9.1

g/人日 58.1 54.2 50.6 47.6 44.2

   紙類 g/人日 55.7 51.9 48.4 45.4 41.9

   布類 g/人日 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4

   びん類 g/人日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

   金属類 g/人日 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9

計 g/人日 880.3 874.8 867.2 854.7 860.2

単位
実績値

年間日数

人口等

A 行政区域内人口

B 計画収集人口

C 自家処理人口 A-B 

集
団
回
収
量

F 集団回収量

排
出
量

家
庭
系

D 家庭系 年 間排出量

ア 家庭系 収 集量

イ 家庭系  直接搬入量

事
業
系
 
 

E 事業系 年 間搬入量

G  年 間排出量

ウ 事業系 許 可業者搬入量

エ 事業系  直接搬入量

オ その他直営定時外搬入量

カ 脱水汚泥搬入量

※人口は、 各年 10 月 1 日現在の住民基本台帳人口
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② 収集運搬の実績

収集・ 運搬業務については、「 びん・ かん」「 ペッ ト ボト ル」「 その他プラ スチッ ク 製容器包装」

「 不燃ごみ」「 有害ごみ」 及び「 布類」 を民間委託によっ て収集し ています。 また、「 粗大ごみ」

は本市直営により 、「 可燃ごみ」「 紙類」 については、 本市直営及び民間委託にて収集し ていま

す。

収集・ 運搬対象と なる家庭系ごみの収集・ 運搬量の実績と 推移は表 2-13、 図 2-9 に示すと お

り です。

表 2-13 収集・ 運搬量の実績

図 2-9 収集運搬量の推移

59,278 58,255 58,484 58,113 58,343
2,822 2,736 2,812 3,051 3,128

235 244 252 255 245
びん・かん 3,272 3,170 3,084 2,983 2,946
ペットボトル 1,166 1,177 1,205 1,249 1,261
その他プラスチック製容器包装 4,085 4,053 4,028 4,015 4,081
紙類 3,986 3,724 3,577 3,522 3,679
布類 平成30年度までは拠点回収 162 182 172 176 557
使用済 小 型家電等 ボックス回収等 54 36 1 1 0
計 12,725 12,341 12,067 11,944 12,525

75,059 73,577 73,615 73,364 74,241
※それぞれを四捨五入して るため、内訳の計が合計と一致しな 場合があります。

可燃   ふれあ 収集含む 
不燃・有害  
粗大  

合計

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

資
源
ご
み

 単位 t/年 

75,059
73,577 73,615 73,364 74,241
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可燃  不燃・有害  粗大  資源  
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③ 中間処理の実績

収集運搬さ れた家庭系ごみと 事業系ごみは、 市の処理施設で適正に中間処理し ています。 な

お、 収集運搬物のう ち、 紙類、 布類及び使用済小型電子機器等の一部は、 収集後に直接民間業

者の施設で資源化し ているため、 処理量に含まれません。

ごみ種別の処理量の実績と 推移は表 2-14、 図 2-10 に示すと おり です。

表 2-14 中間処理施設でのごみ種別処理量の実績

※それぞれを四捨五入し ているため、 内訳の計が合計と 一致し ない場合があり ます。

※各施設と も に、 施設間搬出入量を含んだ数値と なっ ています。
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

可燃  不燃・有害  びん・かん ペットボトル その他プラスチック製容器包装 草木類 粗大  

単位  /年

105,737 106,023 105,767 104,772 107,354

図 2-10 中間処理量の推移

92,728 93,075 93,075 91,914 94,188
3,828 3,885 3,847 4,026 4,373
3,359 3,259 3,084 2,983 2,946
1,170 1,180 1,205 1,249 1,262
4,085 4,053 4,028 4,015 4,081

331 326 275 331 260
235 244 252 255 245

105,737 106,023 105,767 104,772 107,354合計

その他プラスチック製容器包装
草木類
粗大  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

ペットボトル

可燃  
不燃・有害  
びん・かん

 単位 t/年 
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④ 資源化量の実績

本市における資源化量は、 集積所に出さ れた紙類及び布類を 直接問屋に搬入し て資源物を回

収するなどの直接資源化量、 分別収集し た不燃ごみ・ 資源ごみ・ 粗大ごみ等から 中間処理によ

っ て資源物と し て回収するなどの中間処理後資源化量、 並びに地域の PTA や子供会が主体と な

っ て資源物を回収する集団回収量から 構成さ れます。 また、 リ サイ ク ル率 資源化率 は、 総

資源化量をごみ総排出量で除し たも ので定義さ れています。

資源化量の実績と 推移は表 2-15、 図 2-11 に示すと おり です。

表 2-15 資源化量の実績

4,202 3,941 3,750 3,697 4,236

紙類 3,986 3,724 3,577 3,522 3,679

布類 162 182 172 176 557

使用済小型電子機器等 54 36 1 0 0

15,350 15,487 15,536 15,304 16,283

廃乾電池類 80 79 83 85 77

廃蛍光管類 17 15 13 11 9

処理困難物 4 4 4 3 5

焼却灰等資源化 6,414 6,689 6,674 6,372 7,137

びん 1,407 1,306 1,291 1,278 1,262

その他プラスチック製容器包装 3,303 3,266 3,299 3,271 3,382

ペットボトル 863 862 825 853 774

鉄類 回収鉄含む 1,625 1,604 1,598 1,628 1,795

非鉄金属 回収アルミ含む 600 600 620 623 680

廃家電類 60 57 61 73 128

選別紙類 157 153 156 150 183

再生家具 31 29 26 23 18

家電4品目 7 8 15 5 19

土壌改良材 295 343 344 319 412

使用済小型電子機器等 487 474 527 609 402

7,438 6,950 6,507 6,129 5,710

(1)紙類 7,138 6,656 6,225 5,848 5,416

(2)布類 194 191 182 183 177

(3)びん類 13 13 11 8 7

(4)金属類 93 91 90 91 111

26,990 26,378 25,793 25,131 26,230

112,780 112,209 111,548 110,125 111,253

23.9% 23.5% 23.1% 22.8% 23.6%

※それぞれを四捨五入して るため、内訳の計が合計と一致しな 場合があります。

合計 総資源化量 

合計  総 排出量 

リサイクル率 資源化率 

直接資源化量

中間処理後資源化量

集団回収量

令和元年度
区分

年度
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 単位 t/年 
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図 2-11 資源化量の推移
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⑤ 最終処分量の実績

中間処理施設で処理さ れたごみの残渣
さ

は、一部をセメ ント 原料等に有効利用し 、残り の残渣
さ

は

小畔の里ク リ ーンセンタ ー及び民間最終処分場において、 適正に埋立処分を行っ ています。

最終処分量の実績と 推移は表 2-16、 図 2-12 のと おり です。

表 2-16 最終処分量の実績

年度
区分

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

小畔の里ク リ ーン セン タ ー 455 242 279 173 355

民間最終処分場 2, 628 2, 704 2, 779 2, 498 2, 571

埋立合計 3, 083 2, 946 3, 057 2, 671 2, 926

※それぞれを四捨五入し ているため、 内訳の計が合計と 一致し ない場合があり ます。
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単位  /年

3,083
2,946
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2,671

2,926

図 2-12 最終処分量の推移

 単位 t/年 
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⑥ ごみ処理状況フ ロー

令和元年度の本市のごみ処理状況フ ローを整理すると 、 図 2-13 に示すと おり です。

総排出量は、111, 253t /年であり 、再生利用さ れる総資源化量は 26, 230t/年、リ サイ ク ル率  

( 集団回収量 直接資源化量 中間処理後再生利用量 焼却灰等資源化量) ÷( ごみ排出量  は

23. 6 です。 また、 集団回収量を除いた排出量の 2. 6 に当たる 2, 926t /年を埋立処分し ていま

す。

人口353, 456人

排出量111, 253/年

集団回収 5, 711t /年

紙類 5, 416t /年

布類 177t /年

びん類 7t/年

金属類 111t /年

可燃ごみ

88, 484t/年

不燃ごみ・ 有害ごみ・ 粗大ごみ

4, 535 /年

資源ごみ

12, 525 /年

直接資源化

紙類 3, 679t /年

布類 557t /年

使用済小型電子機器等

1t未満/年

中間処理後再生利用 8, 808t /年

廃乾電池類 77t /年

廃蛍光缶類 9t/年

処理困難物 5t/年

びん 1, 262t/年

その他プラ 容器包装 3, 382t /年

ペッ ト ボト ル 774t /年

鉄類 回収鉄除く  1, 508t /年

非鉄金属 回収アルミ 除く  680t/年

廃家電類 128t/年

選別紙類 183t/年

再生家具 18t/年
家電 品目 19t /年

土壌改良剤 412t/年

使用済小型電子機器等 402t/年

焼却残渣

2, 926t /年

焼却灰等資源化

7, 137t/年

回収鉄・ アルミ

337t/年

最終処分場 埋立処分 

2, 926t /年 最終処分率2. 6%

総資源化量 26, 230t /年

リ サイ ク ル率 23. 6%

リ サイ ク ル施設

9, 140t /年

草木類資源化施設

260t /年

リ サイ ク ル施設

3, 766t /年

焼却施設

69, 773t /年

焼却施設

24, 140t /年

東清掃センタ ー 資源化センタ ー

エネルギー回収

23, 556MWh/年

可燃性破砕残渣

874t /年

可燃性破砕残渣

3, 828t /年

図 2-13 令和元年度におけるごみ処理状況フ ロー

※それぞれを四捨五入し ているため、 内訳の計が合計と 一致し ない場合があり ます。
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⑦ ごみの性状の実績

本市では、 ごみ処理施設の運転管理のために、 定期的に可燃ごみピッ ト 内のごみ質の調査を

実施し ています。過去 5 年間の可燃ごみピッ ト 内のごみの性状 物理組成、見掛比重、三成分、

発熱量 の実績は表 2-17 に示すと おり です。

東清掃センタ ー及び資源化センタ ーの三成分では水分が多く なっ ていますが、 水分は厨芥類

 生ごみ に多く 含まれています。 物理組成 観物 においては、 厨芥類は東清掃センタ ーが

9. 8 、資源化センタ ーが 11. 5 と なっ ていますが、厨芥類は排出時には水分を多く 含んでいま

すので、 大きな割合を占めていると 考えら れます。

表 2-17 可燃ごみピッ ト 内のごみの性状の実績

年度

区 分、 単 位

東清掃センタ ー

可燃物 年度平均値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

物理

組成

( 乾物)

紙類  46. 68 41. 67 46. 21 39. 12 29. 25

布類  3. 35 3. 79 6. 2 8. 19 14. 65

プラ スチッ ク 類  25. 33 23. 95 19. 97 28. 72 28. 53

ゴム・ 皮革類  0. 4 0. 29 1. 15 0. 53 1. 36

草木類  12. 23 15. 48 10. 21 13. 15 12. 56

厨芥類  7. 8 8. 95 9. 62 6. 09 9. 8

金属類  1. 44 1. 88 2. 81 2. 31 1. 73

ガラ ス類  0. 04 0. 17 0. 14 0. 2 0. 31

セト モノ ・ 砂類  0. 27 0. 3 0. 51 0. 03 0. 12

その他  2. 46 3. 52 3. 21 1. 66 1. 7

合計  100 100 100 100 100

見掛比重 ㎏/㎥ 179 191 204 175 182

三成分

全水分  49. 5 51. 2 51. 8 45. 4 49. 2

全灰分  5. 4 5 5. 8 5. 3 4. 2

可燃分  45. 1 43. 8 42. 4 49. 3 46. 6

発熱量
高位発熱量 KJ/㎏ 9, 800 10, 080 10, 137 13, 153 12, 232

低位発熱量( 実) KJ/㎏ 7, 670 7, 910 7, 965 11, 157 10, 180

年度

区 分、 単 位

資源化センタ ー

可燃物 年度平均値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

物理
組成

( 乾物)

紙類  46 41. 91 42. 98 44. 63 49. 62

布類  10. 5 13. 52 12. 78 9. 48 5. 11

プラ スチッ ク 類  19. 1 20. 23 19. 49 23. 52 21. 69

ゴム・ 皮革類  0. 1 0. 49 0. 55 1. 06 1. 13

草木類  9 7. 83 9. 53 6. 42 7. 45

厨芥類  12. 7 12. 99 10. 51 11. 47 11. 51

金属類  0. 5 0. 38 0. 54 1. 19 0. 7

ガラ ス類  0 0. 06 0. 68 0. 23 0. 17

セト モノ ・ 砂類  0. 9 1. 2 1. 07 0. 47 1. 52

その他  1. 2 1. 4 1. 92 1. 56 1. 11

合計  100 100 100 100 100

見掛比重 ㎏/㎥ 160 161 144 160 161

三成分

全水分  45. 7 43. 6 41. 8 45. 1 44. 5

全灰分  5. 8 5. 9 6. 5 6. 4 5. 9

可燃分  48. 4 50. 5 51. 7 48. 5 49. 7

発熱量
高位発熱量 KJ/㎏ 11, 400 12, 148 12, 426 11, 188 11, 450

低位発熱量( 実) KJ/㎏ 9, 310 10, 155 10, 501 9, 248 9, 495

※それぞれを四捨五入し ているため、 内訳の計が合計と 一致し ない場合があり ます。
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⑧ ごみ処理経費の実績

環境省「 一般廃棄物会計基準」に基づき算出し た部門別原価を整理し た結果は表 2-18、図 2-14

のと おり です。 令和元年度の部門経費は 5, 664 百万円で、 内訳を見ると 中間処理部門が 3, 043

百万円と 最も 高く 、 次いで収集部門の 1, 732 百万円、 資源化部門の 585 百万円の順と なっ てい

ます。

また、ごみ 1t 当たり の処理原価は約 5. 4 万円で、市民 1 人当たり では約 1. 6 万円、市民 1 世

帯当たり では約 3. 5 万円と なっ ており 、 経年的にごみ処理原価は平成 30 年度までは横ばいでし

たが、 令和元年度に増加し ています。

表 2-18 ごみ処理原価の実績

年度 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

部

門

経

費

収集部門  百万円 1, 716 1, 691 1, 708 1, 606 1, 732

中間処理部門  百万円 2, 789 2, 650 2, 839 2, 862 3, 043

最終処理部門  百万円 152 148 152 139 142

資源化部門  百万円 558 550 561 569 585

管理部門  百万円 175 173 166 167 162

計  百万円 5, 389 5, 212 5, 425 5, 344 5, 664

ごみ 1t 当たり 処理原価  円/t  51, 606 50, 071 52, 356 51, 962 54, 384

市民 1 人当たり 処理原価  円/人 15, 378 14, 812 15, 395 15, 135 16, 023

市民 1 世帯当たり 処理原価  円/世帯 35, 340 33, 675 34, 618 33, 667 35, 214

※部門経費と 合計の値は、 四捨五入により 合わないこ と がある。

図 2-14 ごみ処理価格の推移
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⑨ 地球温暖化対策

資源化センタ ーでは、 地球温暖化対策と し て、 環境プラ ザ つばさ 館 と 草木類資源化施設

に合計 166. 9kW の太陽光発電システムを 設置し 、 また、 資源化センタ ーの熱回収施設には、

4, 000kWのごみ発電設備 蒸気タ ービン発電機 を設置し 、 発電を行っ ており ます。 発電し た電

力は、 場内で利用する以外にも 、 一部電力会社に売電し ています。

資源化センタ ーでの発電量の実績は表 2-19 に示すと おり で、令和元年度における太陽光発電

システムと 熱回収施設の総発電量に電気業者ごと の温室効果ガス排出係数を 乗じ た発電量によ

り 、 温室効果ガス 二酸化炭素 排出量と し て 10, 833t -CO₂ /年の削減に寄与し ています。

表 2-19 資源化センタ ーの発電量の実績

年度
区分

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

太陽光発電システム 総発電量 kWh 161, 584 153, 907 159, 227 146, 518 149, 533

資源化センタ ー 総発電量 kWh 24, 858, 220 24, 597, 870 25, 627, 710 24, 185, 430 23, 555, 710

熱回収施設 売電量  kWh 7, 020, 048 6, 990, 618 7, 727, 358 6, 394, 974 6, 038, 670

買電量  kWh 894, 246 885, 198 808, 848 1, 084, 980 1, 611, 858

温室効果ガス 削減量  t-CO2/年 12, 510 12, 029 12, 249 11, 387 10, 833

注 発電し た電力を使わず、 東京電力エナジーパート ナー 株 から 買電し た場合と し て算出

温室効果ガスの削減量   太陽光発電システム 総発電量  資源化センタ ー 総発電量 ×温室効果ガス排出係数

注 温室効果ガスの排出係数は、 東京電力エナジーパート ナー 株 の実排出係数を採用。 環境省 HPより  

陸屋根型 陸屋根型庇部

窓一体型

図 2-15 環境プラ ザ「 つばさ 館」 の太陽光発電システム
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 4 国・ 埼玉県と の比較

環境省が公表し ている「 一般廃棄物処理事業実態調査結果」 令和元年度 をも と に、 国、 埼

玉県並びに本市のごみ排出量の比較結果を表 2-20 及び図 2-16 に示し ます。 なお、 こ の調査結

果では、 災害等廃棄物処理事業の処理量が除外さ れており 、 表 2-25 及び表 2-26 の量と は異な

っ ています。

本市における令和元年度の 1 人 1 日当たり のごみ排出量は 853. 2g/人日で、 国では 918. 3g/人

日、 埼玉県では 861. 2g/人日と なっ ており 、 国より 約 65. 1g/人日、 埼玉県より 約 8. 0g/人日少な

い状況と なっ ています。

また、 本市のリ サイ ク ル率は、 ごみの焼却後に排出さ れる灰をセメ ント 原料やスラ グ化し て

建設資材に利用し ているこ と も あり 、23. 3 と 国より も 高い値で、埼玉県と は近似し ています。

表 2-20  排 出量の国及び県との比較 令和元年度実績 

区 分 国 埼玉県 本市

家庭系 1 人 1 日当たり のごみ排

出量 資源物含む 

638. 5

 69. 5  

659. 9

( 76. 6 )

644. 5

 75. 5  

事業系 1 人 1 日当たり のごみ排

出量

279. 8

 30. 5  

201. 3

 23. 4  

208. 8

 24. 5  

1 人 1 日当たり のごみ排出量 918. 3 861. 2 853. 2

国と の比較 1 人 1 日当たり の

ごみ排出量 
- -57. 1 -65. 1

埼玉県と の比較 1 人 1 日当た

り のごみ排出量 
57. 1 - -8. 0

リ サイ ク ル率 資源化率 19. 6% 23. 7% 23. 3%

※それぞれを四捨五入し ているため、 内訳の計が合計と 一致し ない場合があり ます。

※災害ごみを含めると 本市の 1 人 1 日当たり のごみ排出量は 860. 2g/人日、 リ サイ ク ル率は 23. 6 。

638. 5 659. 9 644. 5

279. 8 201. 3 208. 8

918. 3
861. 2 853. 2

0

200
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1, 000

1, 200

国 埼玉県 川越市

家庭系ごみ 事業系ごみ

※それぞれを 四捨五入し ているため、 内訳の計が合計と 一致し ない場合があり ます。

単位  /人日

図 2-17  人 日当たり のごみ排出量の国及び県と の比較 令和元年度実績 

単位 g/人日
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 5 中核市と の比較

本市と 同じ 中核市に指定さ れた全国の都市 62 都市 の年間ごみ排出量及び 1 人 1 日平均排

出量を比較し た結果を表 2-21 に示し ます。

本市の 1 人 1 日平均排出量は少ない方から 12 番目と なっ ています。

表 2-21 各中核市におけるごみ排出量の比較 令 和元年度実績 
生活系 事業系 集団回収 計 生活系 事業系 集団回収 計

1 13201 東京都 八王子市 562,828 124,833 26,879 6,926 158,638 606.0 130.5 33.6 770.1

2 38201 愛媛県 松山市 511,537 114,756 29,977 0 144,733 612.9 160.1 0.0 773.1

3 27210 大阪府 枚方市 401,559 73,539 31,994 13,612 119,145 500.4 217.7 92.6 810.7

4 27203 大阪府 豊中市 408,110 75,757 41,603 5,191 122,551 507.2 278.5 34.8 820.5

5 11203 埼玉県 川口市 606,340 126,663 45,080 11,823 183,566 570.8 203.1 53.3 827.2

6 25201 滋賀県 大津市 343,563 71,932 25,382 7,044 104,358 572.1 201.9 56.0 829.9

7 27212 大阪府 八尾市 266,569 51,432 22,306 7,261 80,999 527.2 228.6 74.4 830.2

8 11222 埼玉県 越谷市 344,088 73,998 26,138 6,101 106,237 587.6 207.5 48.4 843.6

9 27215 大阪府 寝屋川市 232,050 48,840 17,109 5,822 71,771 575.1 201.4 68.6 845.1

10 29201 奈良県 奈良市 356,079 62,563 33,570 14,350 110,483 480.1 257.6 110.1 847.8

11 27205 大阪府 吹田市 372,948 73,483 35,063 7,548 116,094 538.3 256.9 55.3 850.5

12 11201 埼玉県 川越市 353,371 77,641 27,002 5,711 110,354 600.3 208.8 44.2 853.2

13 23203 愛知県 一宮市 385,128 93,315 26,942 1,002 121,259 662.0 191.1 7.1 860.3

14 12204 千葉県 船橋市 642,383 135,199 53,591 17,432 206,222 575.0 227.9 74.1 877.1

15 12217 千葉県 柏市 423,903 94,119 43,965 0 138,084 606.6 283.4 0.0 890.0

16 47201 沖縄県 那覇市 321,729 66,043 39,070 189 105,302 560.9 331.8 1.6 894.3

17 27207 大阪府 高槻市 351,642 71,543 35,374 9,030 115,947 555.9 274.9 70.2 900.9

18 37201 香川県 高松市 427,301 85,614 55,342 0 140,956 547.4 353.9 0.0 901.3

19 28202 兵庫県 尼崎市 463,230 96,439 51,425 5,483 153,347 568.8 303.3 32.3 904.5

20 14201 神奈川県 横須賀市 393,894 83,595 28,022 19,682 131,299 579.9 194.4 136.5 910.8

21 20201 野長 県 長 野市 376,104 73,868 41,950 9,926 125,744 536.6 304.7 72.1 913.5

22 10201 群馬県 前橋市 336,284 83,165 22,084 7,750 112,999 675.7 179.4 63.0 918.1

23 40203 福岡県 久留米市 305,070 66,358 33,982 2,271 102,611 594.3 304.3 20.3 919.0

24 28203 兵庫県 明石市 303,660 63,627 33,803 5,314 102,744 572.5 304.1 47.8 924.5

25 30201 和歌山県 和歌山市 367,234 88,338 36,628 741 125,707 657.2 272.5 5.5 935.3

26 34207 広島県 福山市 468,812 96,913 56,383 7,334 160,630 564.8 328.6 42.7 936.2

27 09201 栃木県 宇都宮市 521,905 127,624 44,254 7,254 179,132 668.1 231.7 38.0 937.8

28 17201 石川県 金沢市 452,289 85,381 65,867 4,513 155,761 515.8 397.9 27.3 940.9

29 18201 福井県 福井市 263,311 56,529 29,360 4,855 90,744 586.6 304.7 50.4 941.6

30 01204 北海道 旭川市 334,696 70,258 36,562 9,288 116,108 573.5 298.5 75.8 947.8

31 23201 愛知県 豊橋市 377,274 82,758 41,408 6,759 130,925 599.3 299.9 48.9 948.2

32 44201 大分県 大分市 478,559 110,121 53,132 2,976 166,229 628.7 303.3 17.0 949.1

33 28204 兵庫県 西 宮市 486,799 96,316 62,752 10,213 169,281 540.6 352.2 57.3 950.1

34 21201 岐阜県 岐阜市 401,342 90,385 43,181 6,104 139,670 615.3 294.0 41.6 950.8

35 06201 山形県 山形市 243,864 55,067 23,604 6,505 85,176 617.0 264.5 72.9 954.3

36 10202 群馬県 高崎市 373,185 91,501 33,309 6,143 130,953 669.9 243.9 45.0 958.8

37 28201 兵庫県 姫路市 530,363 125,353 61,136 0 186,489 645.8 315.0 0.0 960.7

38 34202 広島県 呉市 222,366 50,428 24,347 3,501 78,276 619.6 299.2 43.0 961.8

39 45201 宮崎県 宮崎市 401,968 99,854 41,526 1,189 142,569 678.7 282.3 8.1 969.1

40 42201 崎長 県 長 崎市 417,381 97,738 44,824 5,708 148,270 639.8 293.4 37.4 970.6

41 23202 愛知県 岡崎市 387,879 89,648 42,645 5,817 138,110 631.5 300.4 41.0 972.9

42 02203 森青 県 八戸 市 228,240 53,574 27,466 463 81,503 641.3 328.8 5.5 975.7

43 46201 鹿児島県 鹿児島市 602,735 140,170 72,525 2,575 215,270 635.4 328.8 11.7 975.8

44 42202 崎長 県 佐世保市 249,996 44,150 41,482 3,869 89,501 482.5 453.4 42.3 978.2

45 23211 愛知県 豊田市 426,142 97,908 54,207 3,971 156,086 627.7 347.6 25.5 1000.8

46 05201 秋田県 秋田市 307,919 68,057 41,796 3,241 113,094 603.9 370.9 28.8 1003.5

47 31201 鳥取県 鳥取市 187,140 33,192 33,381 2,312 68,885 484.6 487.4 33.8 1005.7

48 07204 福島県 いわき 市 340,205 82,772 37,136 6,602 126,510 664.8 298.2 53.0 1016.0

49 03201 岩手県 盛岡市 288,618 61,524 41,445 5,241 108,210 582.4 392.3 49.6 1024.4

50 39201 高知県 高知市 328,040 79,954 43,152 0 123,106 665.9 359.4 0.0 1025.3

51 20202 野長 県 松本市 238,835 46,460 41,698 1,688 89,846 531.5 477.0 19.3 1027.8

52 35201 山口県 下関市 261,403 54,340 40,461 3,778 98,579 568.0 422.9 39.5 1030.4

53 27227 大阪府 東大阪市 487,772 98,411 76,852 9,995 185,258 551.2 430.5 56.0 1037.7

54 02201 森青 県 青 森市 281,667 64,592 37,680 4,740 107,012 626.6 365.5 46.0 1038.0

55 32201 島根県 松江市 202,159 50,163 27,210 0 77,373 678.0 367.8 0.0 1045.7

56 16201 富山県 富山市 416,175 96,699 53,323 11,800 161,822 634.8 350.1 77.5 1062.4

57 33202 岡山県 倉敷市 482,308 101,806 74,687 11,171 187,664 576.7 423.1 63.3 1063.1

58 19201 山梨県 甲府市 187,913 44,730 23,975 4,515 73,220 650.4 348.6 65.6 1064.6

59 07201 福島県 福島市 277,516 80,786 30,926 2,082 113,794 795.4 304.5 20.5 1120.3

60 07203 福島県 郡山市 323,204 83,533 51,247 4,415 139,195 706.2 433.2 37.3 1176.7

61 08201 茨城県 水 戸 市 271,810 74,027 40,874 3,292 118,193 744.1 410.9 33.1 1188.1

62 01202 北海道 函館市 256,178 60,181 44,565 7,210 111,956 641.9 475.3 76.9 1194.1

 人 日平均排出量 g/人日 
番号 市町村コ ード 都道府県名 都市名

人口

 人 
年間ごみ排出量 t/年 

令和 年 月 日 2021. 04. 01 現在、 中核市の指定を 受けている 自治体を 対象と し た。

資料 「 一般廃棄物処理実態調査結果 令和元年度 」 に基づき 作成。
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図 2-17 各中核市におけるごみ排出量の比較結果 令 和元年度実績 
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図 2-18 各中核市における 1 人 1 日当たり ごみ排出量の比較結果 令 和元年度実績 
資料 環境省「 一般廃棄物処理事業実態調査結果 令和元年度版 」

ごみ処理状況の比較分析にあたっ ては、 表 2-22 及び図 2-19 に示すと おり 、 中核市における

平均値を 100 と し て本市の状況を指数化し 、 レーダーチャ ート 図 指数は、 値が大き いほど良

好な状況を示し ており 、 図の五角形が大き いほど優れた状況にある で整理し まし た。

中核市と の比較結果を 見ると 、 本市がこ れまで実施し てき たごみ減量化施策や、 焼却灰等の

資源化等の効果によっ て、「 1 人 1 日当たり ごみ排出量」「 廃棄物から の資源回収率」「 廃棄物の

う ち最終処分さ れる割合」 は中核市平均値に比べ高い評価と なっ ていますが、 最終処分量を低

減するために資源化に掛かる費用が増大し ているこ と から 、「 人口 1 人当たり 年間処理経費」 及

び「 最終処分減量に要する費用」 は中核市平均と 比較し て低い評価と なっ ています。
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表 2-22 中核市と の比較 令 和元年度実績 

評価項目

区分

853 18. 2 2. 7 13, 132 42, 588

中 平均 949 17. 3 8. 9 10, 895 32, 444

核 最大 1, 194 46. 0 21. 4 27, 875 69, 386

市 最小 770 6. 8 0 6, 456 17, 676
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最終処分さ れ

る 割合    
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 6 ごみ処理の課題

本市におけるごみ処理に関する課題を整理すると 、 以下のと おり と なり ます。

【 課題 1 発生・ 排出抑制の課題】

本市のごみ排出量は、 年々減少傾向で推移し ています。 令和元年度、 災害に伴う 災害廃棄物

の発生の影響有 市民 1 人 1 日当たり のごみ排出量は、 国より 少なく 、 埼玉県と 近似し ていま

す。

品目ごと のごみ排出量でみると 、 不燃ごみ、 ペッ ト ボト ルが微増し ています。 また、 家庭系

ごみの直接搬入も 年々増えており ます。 今後、 それら の動向に留意する必要があり ます。

発生抑制を推進するため、 現在、 実施し ている施策の周知徹底、 啓発や指導を継続、 拡充し 、

市民意識の向上を図ると と も に、 より 一層の減量化、 資源化に取り 組む必要があり ます。

    ( 持続可能な開発目標 の目標達成を踏まえ、 食品ロス及びプラ スチッ ク ごみの削減

に取り 組んでいく 必要があり ます。

【 課題 2 資源化の課題】

令和元年度の本市のリ サイ ク ル率は、 約 23. 6%と なっ ており 、 国 19. 6% を上回っ ています

が、 埼玉県 23. 7% をわずかですが下回っ ています。

資源化を強く 推進し ている自治体にはリ サイ ク ル率が 30%を超えていると こ ろ も あり 、 今後、

資源物の収集頻度の増加や回収拠点の整備による排出機会の拡充について、 引き 続き 検討し て

いく 必要があり ます。

資源化センタ ー熱回収施設で発生する溶融スラ グについては、JI S規格に準じ て品質確認等を

行いながら 、 建設資材と し てアスフ ァ ルト 合材へ利用し ており 、 さ ら に平成 23 年度から セメ ン

ト 原料再資源化を開始し まし た。

溶融スラ グの資源物と し ての利用を安定的に確保さ せていく ためには、 需給バラ ンスの調整

機能が重要と なっ ています。 こ のため、 溶融スラ グをスト ッ ク するスペースの確保や、 アスフ

ァ ルト 合材以外の利用先開拓など利用促進の更なる取り 組みが必要になり ます。

【 課題 3 事業系ごみの課題】

事業活動に伴い発生する事業系ごみは、 事業者の責任において処理するこ と が原則です。 本

市のごみ排出量のう ち事業系ごみが占める割合は、 24. 5  令和元年度 と なっ ています。

今後も 事業系ごみの排出状況を確認し ながら 、 引き 続き 排出抑制及び資源化対策を実施し て

いく こ と が必要になり ます。

小規模事業者が排出する事業系ごみの一部において、 家庭系ごみに混入し て排出さ れている

こ と が考えら れるこ と から 、 小規模事業者における適正排出を 啓発・ 指導し ていく 必要があり

ます。
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【 課題 4 収集・ 運搬の課題】

粗大ごみの戸別収集では、 平成 15 年 5 月から 高齢者・ 身体障害者世帯等で粗大ごみを軒下ま

で運び出せない世帯を 対象と し て、 屋内に入り 、 粗大ごみを搬出・ 収集する大型ごみ搬出支援

事業を実施し ています。

平成 16 年 10 月から 、 主に高齢者・ 身体障害者のう ち、 自分でごみを集積所に持ち出すこ と

が困難で、 身近な人の協力を 得ら れない方を対象と し て、 自宅に直接出向いてごみの収集を行

う 「 ふれあい収集」 を実施し ています

老齢人口の増加が著し く なっ ており 、 今後、 収集体制を 見直し 、 効率化を進めていく こ と が

必要と なり ます。

【 課題 5 中間処理の課題】

本市の中間処理は、 東清掃センタ ーと 資源化センタ ーの 2 施設で行っ ており ます。 昭和 61 年

度に稼動し た東清掃センタ ーは施設の延命化を目的に令和元年度から 3 箇年の計画で、 大規模

改修工事を実施し まし た。

資源化センタ ーは、 平成 22 年 4 月から 稼働し まし たが、 本市で初めてガス化溶融方式を採用

し た設備であり 、 今後安定し た処理を継続するためには施設の維持管理が重要になり ます。

【 課題 6 最終処分の課題】

令和 2 年 3 月末の小畔の里ク リ ーンセンタ ーの残容積率は 11. 4  残容量 24, 226 ㎡ です。

本市は市街化が進んでいるこ と や、 地理的に平坦であるこ と から 、 今後新たな大容量処分場

の確保は困難であると 考えら れ、 小畔の里ク リ ーンセンタ ーを延命し 使用する必要があり ます。

現在、 小畔の里ク リ ーンセンタ ーで埋立処理をし ているも のは、 資源化センタ ーから 発生す

る焼却残渣と なっ ています。

可能な限り 資源化等を 実施するこ と で最終処分量の削減を図ると と も に、 適正な維持管理を

行う ため老朽化が進む浸出水処理施設の整備を行う 必要があり ます。

【 課題 7 温室効果ガスの排出削減に関する課題】

本市の廃棄物処理事業における温室効果ガス排出量は、 本計画開始年度である平成 28 年度と

比較し 増加傾向にあるこ と から 、 地球温暖化問題の現状を 踏まえ、 削減に取り 組んでいく 必要

があり ます。

  ( 廃棄物等の発生抑制、 資源や製品等の再使用、 循環資源の再生利用) の推進等を実施す

ると と も に、 資源化センタ ー熱回収施設では焼却で得ら れるエネルギーを効率的に利用するこ

と により 、 廃棄物処理に伴う 温室効果ガスの排出削減に努める必要があり ます。
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 7 市民意識

①市民意識調査

平成 30 年度の市民意識調査における環境に関する設問の中で、 資源ごみの収集回数について

は「 適当」 と 回答し た方が 69. 0 を占め、 次に「 少ない」 と 回答し た方が 24. 6 と なっ ていま

す。 また、 収集回数を増やし たい品目と し ては「 その他プラ スチッ ク 製容器包装」 が 42. 8 、

次いで「 ペッ ト ボト ル」 が 36. 2 、「 紙類」 が 29. 0 と なっ ています。

 川越市市民意識調査 

実施日 平成 30 年 10 月、 調査対象者 3, 000 人、 有効回答数 1, 556 票、 回収率 51. 9  

0.6

69.0 24.6

4.2

1.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

多い 適当 少ない わから ない 無回答

図 2-20 資源ごみの収集回数について

42.8

36.2

29.0

26.0

11.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

その他プラ スチッ ク 製容器包装

ペッ ト ボト ル

紙類

びん・ 缶

無回答

   

図 2-21 収集回数を増やし たい品目
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②紙類・ 布類収集拡充モデル事業アンケート 調査

「 紙類・ 布類収集拡充モデル事業」 紙類 回/月→ 回/月、 布類拠点回収 回/年→ 回/ 

週 において、 対象地区の市民にアンケート 調査を実施し まし た。

紙類・ 布類の収集回数が増えたこ と にたいし ては、 73 の方が大変よかっ た又は、 よかっ た

と 回答し ており 、 その理由と し て、 家の中に紙類、 布類を ためないで済んだと 回答し た方が

86. 3 、 可燃ごみを減ら すこ と ができたと 回答し た方が 51. 9 、 資源物の回収に貢献でき 、 ご

みの減量を意識するこ と ができ たと 回答し た方が 45. 6 、 と なっ ています。

なお、 平成 31 年 4 月より 「 布類」 は市内全域で 回/ 週の頻度でステーショ ン方式での収

集を行っ ています。

 紙類・ 布類収集拡充モデル事業アンケート 調査 

実施日 平成 30 年 8 月、 調査対象者 500 人、 有効回答数 219 票、 回収率 43. 8 

大変よ かっ た

31%

よ かっ た

42%

ふつう

22%

よ く なかっ た

1%非常に良く な

かっ た

1%

無回答

3%

図 2-22 モデル事業の実施により 収集回数が増えたこ と について

86.3

51.9

45.6

34.4

2.5

1.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

家の中に紙類 布類を ためないで済んだ

可燃ごみを減ら すこ と ができ た

資源物の回収に貢献でき  
ごみ減量を意識するこ と ができ た

回あたり の排出量が減っ て

集積所まで持っ て行く のが楽だっ た

その他

無回答

   

図 2 23 よかっ た理由
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2-4 ごみ処理行政の動向

 1 国・ 埼玉県の廃棄物行政の推移

国・ 埼玉県の廃棄物行政の推移と し て、 リ サイ ク ル関連法施行の経過について表 2-23 に、 廃

棄物処理・ 資源化に関する国・ 埼玉県の方針・ 計画等の経過について表 2-24 に、 それぞれ整

理し まし た。

表 2-23 リ サイ ク ル関連法施行の経過

年月 関 連 法

平成 6 年 8 月 環境基本法完全施行 環境全般 

平成 9 年 4 月 容器包装リ サイ ク ル法一部施行 ガラ スびん・ ペッ ト ボト ル 

平成 12 年 4 月 容器包装リ サイ ク ル法完全施行

平成 13 年 1 月 循環型社会形成推進基本法完全施行 循環型社会形成 

平成 13 年 4 月

家電リ サイ ク ル法完全施行 家電品 

資源有効利用促進法完全施行 各種製品、 パソ コ ン 等 

グリ ーン購入法完全施行 自治体の調達品 

平成 13 年 5 月 食品リ サイ ク ル法完全施行 食品残渣 

平成 14 年 5 月 建設リ サイ ク ル法完全施行 建設廃棄物 

平成 17 年 1 月 自動車リ サイ ク ル法完全施行 自動車 

平成 25 年 4 月 小型家電リ サイ ク ル法完全施行 使用済小型電子機器等 

令和元年 10 月 食品ロ ス削減推進法完全施行 食品廃棄物 

令和 3 年 6 月 プラ スチッ ク 資源循環促進法公布 プラ スチッ ク 製品廃棄物 

表 2-24 廃棄物処理・ 資源化に関する国・ 埼玉県の方針・ 計画等の経過

年月 関連する方針・ 計画

昭和 48 年 10 月 第 次埼玉県廃棄物処理基本計画策定 埼玉県 

平成 13 年 5 月
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する 施策の総合的かつ計画的な推進を 図る た

めの基本的な方針 国 

平成 15 年 3 月 循環型社会形成推進基本計画 国 

平成 17 年 4 月 循環型社会形成推進交付金制度の導入 国 

平成 17 年 5 月
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する 施策の総合的かつ計画的な推進を 図る た

めの基本的な方針 国 改正

平成 18 年 3 月 第 6 次埼玉県廃棄物処理基本計画策定 埼玉県 

平成 20 年 3 月 循環型社会形成推進基本計画改定 第二次  国 

平成 20 年 3 月 埼玉県ごみ処理広域化計画 第二次  埼玉県 

平成 20 年 6 月
「 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 6 条第 1 項の規定に基づく ごみ処理基本計画の

策定に当たっ ての指針」 ごみ処理基本計画策定指針 

平成 22 年 12 月
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する 施策の総合的かつ計画的な推進を 図る た

めの基本的な方針 国 改正

平成 28 年 1 月
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する 施策の総合的かつ計画的な推進を 図る た

めの基本的な方針 国 変更

平成 28 年 9 月
「 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 6 条第 1 項の規定に基づく ごみ処理基本計画の

策定に当たっ ての指針」 ごみ処理基本計画策定指針 の改定

平成 30 年 6 月 循環型社会形成推進基本計画改定 第四次  国 

令和 3 年 3 月 第 9 次埼玉県廃棄物処理基本計画 埼玉県 
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 2 国・ 埼玉県の数値目標と の比較

国は、 平成 28 年 1 月には廃棄物処理法に基づく 基本方針を変更し 、 平成 30 年 6 月に循環型

社会形成推進基本法に基づき 、第四次循環型社会形成推進基本計画を策定し 、廃棄物の排出量、

再生利用量、 最終処分量に関する目標値を設定し ています。 また、 埼玉県では、 令和 3 年 3 月

に第 9 次埼玉県廃棄物処理基本計画を策定し ていると こ ろ です。

国及び埼玉県のごみ減量目標と 本市のごみ処理及び資源化の実績は表 2-25 に示すと おり で、

廃棄物処理法の基本方針で定めている削減割合及び第 次埼玉県廃棄物処理基本計画の目標に

ついて、  項目は概ね達成可能ではあり ますが、 その他の 項目は達成が難し い状況にあり ま

す。

こ れら の上位計画の数値目標及び本市のごみの減量・ 資源化施策の取り 組みを踏まえつつ、

将来の数値目標を設定し ていき ます。

表 2-25 国・ 埼玉県の数値目標と の比較

基準
年度

目標
年度

目標内容
平成

24年度
平成

30年度
令和

元年度

廃棄物処理法 基本方針
 平成28年1月  ご み排出量  /年

平成
24

年度

令和
 

年度
約12%削減

114, 211
( 12%減、 100, 506)

110, 125 111, 253 △

1人1日あたり ご み排出量  /人日 850 904 855 860 〇

1人1日あたり 家庭系ご み
排出量

 /人日 440 519 500 504 △

リ サイ ク ル率( 資源化率)  33. 6 22. 4 22. 8 23. 6 △

1人1日あたり 最終処分量  /人日 28 25 21 23 〇

事業系ご みの排出量 t
451, 000

( 約16%削減)
26, 799

27, 667
( 16%減 23, 240)

27, 846 △

※達成状況の凡例 〇 達成見込み △  達成が難し い  達成で き な かっ た  

第  次
埼玉県廃棄物処理基本計画
 令和3年3月  

平成
30

年度

令和
 

年度

国・ 県 本市

指標
目標に関する 基本事項 実績値

達成状況
( 令和元年度実績)

第四次
循環型社会形成推進基本計画
 平成30年6月  

 
令和

 
年度
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2-5 ごみ処理の基本的な考え方

 1 ごみ処理の目標

廃棄物問題では、 家庭及び事業所から 排出さ れるごみの処理にと どまら ず、 商品の生産、 流

通、 消費と いう 各段階において、 廃棄物の発生を抑制するための施策を講じ ていく こ と が重要

です。

そのためには、 市民一人ひと り のラ イ フ スタ イ ルや事業者の経営姿勢に深く 関係する問題と

し て捉えていく 必要があり ます。

今後は、 将来にわたっ て持続的に発展可能な社会を形成するため、 ①廃棄物等の減量、 ②資

源の循環的な利用 再使用、 再生利用、 熱回収 、 ③適正処分の確保等により 、 天然資源の消費

を抑制し 、 環境への負荷ができ る限り 低減さ れた循環型社会の構築が求めら れています。

そこ で、 基本目標を以下のよう に設定し ます。

本市では、 こ れまでごみの減量・ 資源化を推進し てき たこ と も あり 、 大量生産・ 大量廃棄型

のラ イ フ スタ イ ルは徐々に改善さ れています。

し かし ながら 、 リ サイ ク ルを 推進するほど、 それにかかる経費が増大すると いう 一面も ある

こ と から 、 こ れまで以上にごみを出さ ないラ イ フ スタ イ ルを促進し ていく こ と が重要です。

本市は、 人口  万人の中核市であると と も に、 蔵造り の町並みや川越まつり などの多く の

素晴ら し い歴史的文化を有し 、  年を通し て多く の観光客が訪れる観光のまちでも あり ます。

基本目標は、 市民、 事業者、 行政がそれぞれの立場で役割を 果たすこ と により 、 一体と なっ

てごみの減量・ 資源化に努め、 一人ひと り が手を携えて美し いまち川越を実現し 、 循環型社会

の構築を推進し ていこ う と するこ と を表し ています。

< 基 本 目 標 >

資源の循環的な利用を促進し、  を減らした美し まち川越を実現します

 循環型社会の構築  
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 2 ごみ処 理の基本方針

基本目標を達成するため、 取組の柱と なる基本方針を次のと おり と し ます。

方針 市民 ・事業者・行政の協働による 減 量・資源化の推進

対応する課題 課題 課題 2 課題 3 課題 7

 が出な 環境の定  着に向け、市民及び事業者はそれぞれの責任と役割を自覚し、市民一人ひとりの生

活や各事業者の活動につ て、  を出さな 生活様式や事業活動への転換を促進し、  の排出量を可

能な限り減量化します。市は市民・事業者の取り組 を促すための対策を実施するなど三者の協働による取

り組 を推進 して  ます 。

また、    年までに持続可能でよりよ 世界を目指す     持続可能な開発目標 の中には「廃棄物の

発生を減らす」「食品ロスを減らす」と う廃棄物問題に深く関連したターゲットも含まれており、食品ロス削減

やプラスチック 削減のための施策を 推進します。なお、家庭系 有料化につ ては、  社会・経済情勢等

を踏まえながら推進します。

方針 環境 負荷の少な 適正処理の実施 
対応する課題 課題 4 課題 5 課題 6 課題 7

循環型社会を構築するためには、リサイクルのための分別収集や中間処理における選別など一定の費用

や労力が必要となることから、市民・事業者に対して、  の分別の徹底を求めるとともに、収集運搬及び適

正な 処理 を効率的・経済的に実施することにより、 処理 体制の安定性を確保するものとします。

また、資源化センターにお ては、今後の安定した  処理継続のために、施設の維持管理が重要になる

とともに、小畔の里クリーンセンターにお ては、適切な最終処分や延命化を図るため、老朽化した既存施設

の適正な維持管理や計画的な改修を実施する必要があります。
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 3 ごみ処 理の数値目標

本計画は令和 年度から   年間の計画である こ と から 、 令和  年度を 計画最終年度と し て、

計画の進捗状況を 把握し 、 計画見直し を 適切に実施し ていく ため、  年目の令和 年度を 中間目標

年度と し 、 令和  年度を 最終目標年度と し てそれぞれ数値目標を 設定し 、 計画を 推進し ていく こ

と と し ます。

数値目標については、 ごみ排出量の推計値を 下回る こ と を 基本と し 、 上位計画である 環境基本計

画等の数値目標と の整合性も 図るこ と と し ます。

ごみ年間排出量については、 中間年度 106, 597 、 最終年度 106, 421 と し ます。

 人 日当たり のごみ排出量については、 中間年度 821 、 最終年度 818 と し ます。

家庭系 人 日当たり のごみ排出量については、 中間年度 482 、 最終年度 466 と し ます。

リ サイ ク ル率については、 最終年度は川越市総合計画の目標値でも ある 35%を目指し ますが、 中間

年度は過去 10 年間の最も 高い実績値 24. 8  平成 24 年度 と し ます。

最終処分量については、最終年度は川越市環境基本計画の目標値でも ある 1, 000 以下を目指し ま

すが、 中間年度は過去 10 年間の最も 少ない実績値 2, 671t  平成 30 年度 以下と し ます。

また、 事業系ごみ排出量は参考と なり ますが、 現状のまま推移し た場合は、 中間年度 28, 992 、

最終年度 29, 335 と なり ます。

なお、 本計画の進捗状況を確認するための基準年度は、 コ ロナ禍の影響を受けていない平成 30 年

度の実績値と し ます。

表 2-26 ごみ処理の目標

区分 基準年度

平成 30 年度

実績値

令和元年度

中間目標年度

令和 年度 
計画最終年度

令和 13 年度

ごみ年間排出量※ 
110, 125 

 100 
111, 253 

 101 
106, 597 
 96. 8 

106, 421 
 96. 6 

1 人 1 日当たり のご

み排出量※ 
855g/人日

860g/人日

 0. 6 増  
821g/人日以下

 4. 0 減  
818g/人日以下

 4. 3 減  

資源回収を除く

家庭系 1 人1 日当た

り の排出量

500g/人日
504g/人日

 0. 1 増  
482g/人日以下

 3. 4 減  
466g/人日以下

 6. 8 減  

リ サイ ク ル率

資源化率  ※ 
22. 8 23. 6 24. 8 35. 0 

最終処分量 2, 671 2, 925 2, 671 以下 1, 000 以下 

【 参考】

事業系ごみ排出量

推計値  
27, 667 27, 846 28, 992 29, 335 

※    内は基準年度比 平成 30 年度を 100 と する を示し ます。

※  1 人 1 日当たり のごみ排出量 ごみ年間排出量÷人口÷年間日数

  内は基準年度に対する増減率を示し ます。

※  リ サイ ク ル率 資源化率  年間資源化量÷ごみ年間排出量✕   
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110, 125 111, 253
106, 597 106, 421

855 860
821 818

500 504 482 466

200
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800

1, 000

60, 000

80, 000

100, 000

120, 000

140, 000

160, 000

平成30年度 令和元年度 令和8年度 令和13年度

1人1日当たり のごみ排出量 資源回収を 除く 家庭系1人1日当たり の排出量

単位:  単位:  /人日
基準値 実績値 計画最終年度中間目標年度

ごみ排出量

22. 8% 23. 6%
24. 8 

35. 0%

0%

10%

20%

30%

40%

平成30年度 令和元年度 令和8年度 令和13年度

単位:  
基準値 実績値 計画最終年度中間目標年度

リ サイ ク ル率 資源化率 

2, 671t

2, 925t
2, 671t以下

1, 000t以下

0

500

1, 000

1, 500

2, 000

2, 500

3, 000

3, 500

平成30年度 令和元年度 令和8年度 令和13年度

単位:  
基準値 実績値 計画最終年度中間目標年度

最終処分量

図 2-24 ごみ処理の目標
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 4 市民、 事業者、 行政の役割

基本方針を 推進し ていく ため、 市民、 事業者、 行政が、 それぞれの役割と 責任を 果たすと 共に、

それぞれの特性を活かし ながら 、 協働し て循環型社会を 作り 上げていく 必要があり ます。

事業者は、 自ら ごみを 適正に処理するこ と が原則であるこ と を 自覚すると と も に、 紙類

や生ごみなどは、 分別し 資源化を徹底し ていく 必要があり ます。

再使用や資源化を考慮し た商品開発、使い終わっ た後の容器などの回収ルート やリ サイ

ク ルシステムの整備などが重要です。

併せて、 商品の販売に際し ては、 環境負荷の低減や資源の浪費を 抑制する商品を 多く 取

り 揃え、 不用になっ た商品の資源化方法を周知し たり 、 過剰包装の抑制や店頭回収を実施

し たり するなど、市民がごみの発生抑制やリ サイ ク ルに自然に取り 組める仕組みを作っ て

いく こ と が必要と なり ます。

事業者の役割

市民一人ひと り が、 ごみを排出する当事者であると いう 責任と 自覚を 持っ て、 ごみの減

量・ 資源化への取り 組みの中心的な役割を担っ ていく 必要があり ます。 また、 ごみの発生

抑制、 再使用を優先し たラ イ フ スタ イ ルを促進し ていく こ と が求めら れます。

市民や住民団体が行っ ているリ サイ ク ル活動、 資源の分別回収や集団回収、 民間事業者

が行っ ている店頭回収や不用品交換など、身近なと こ ろ で実施さ れているリ サイ ク ル活動

への参加、 耐久性のある商品を 購入するよう 心がけるなど、 すぐ にでき るこ と 、 簡単なこ

と から 実践し ていく こ と が重要です。

市民の役割

市は、 自ら 率先し てグリ ーン購入、 再使用、 再生利用に努めます。

市民や事業者に対し ては、環境に関する情報の提供や学習の機会の提供を 推進すると と

も に、自発的なごみの発生抑制や資源化活動を し ている市民や事業者などに対する支援を

行い、 市民・ 事業者と の連携を 強化し ていき ます。

また、 ごみの発生抑制・ 資源化を推進し ていく ため、 こ れまで実施し てき た各種施策の

周知徹底と 事業の充実を図り 、状況に応じ た分別区分や収集体制の見直し 及び新たな施策

を取り 入れていく と と も に、 既存の中間処理施設や最終処分場の施設整備と 適正な管理・

運営を 実施し ていく こ と が重要です。

行政の役割
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図 2-25 市民・ 事業者・ 行政の役割

市 民 事業者

行 政

・ 排出者と し ての自覚

・ 生活様式の見直し

・ 拡大生産者責任

・ 排出責任

・ ごみを出さ ない仕組みづく り

・ 適正処理

資源の消費に伴う 環境負荷

を 認識し 、 商品の選択、 購入、

消費など の行動を通し て環境

にやさ し いラ イ フ スタ イ ルに

よ り 、 適正なご みの分別排出

を 行いま す。

商品の製造及び販売などに伴

う 環境負荷を軽減する ため、 拡

大生産者責任に基づき 、 資源の

循環利用と ごみの適正処理を 行

い、 地域社会全体のゼロ・ エ

ミ ッ ショ ンを目指し ます。

継続的発展を 目指し た循環型

社会の構築を目指し 、 ごみの減

量・ 資源化に重点を置いた処理

システムを構築し ます。 また、

事業者への指導を強化し ます。

市民・ 事業者

・ 行政の協働

・ 民間主体のリ サイ ク ル

シ ステ ムの活用

・ 情報提供

・ 指 導

・ 支 援

・ 情報提供

・ 支 援

・ 市民参加
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2-6 計画収集人口の予測

本市の将来人口 計画収集人口 は、 第四次総合計画によると 、 人口の伸び率は落ち着き を見せなが

ら も 、 微増で推移し ますが、 令和 10 年の 355, 924 人をピーク に減少に転じ 令和 16 年には 354, 314 人に

なると 予測さ れています。 目標年度の令和 13 年度では 355, 603 人と 、 令和 年度実績の 353, 301 人から

2, 302 人の増加が見込まれています。

表 2-27 将来人口 計画収集人口 の 実績と 予測結果

年度
H27

2015

H28

2016

H29

2017

H30

2018

H31・ R1

2019

R2

2020

実績人口 人  350,047 351,432 352,393 352,990 353,371 353,301

年度
R3

2021

R4

2022

R5

2023

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

推計人口 人  353,740 354,179 354,618 355,057 355,494 355,637 355,780 355,924 355,817 355,710 355,603

349,000

350,000

351,000

352,000

353,000

354,000

355,000

356,000

357,000

358,000

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

H31・ R1

2019

R2
2020

R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

R7
2025

R8
2026

R9
2027

R10
2028

R11
2029

R12
2030

R13
2031

推計値実績値

図 2-26 将来人口 計画収集人口 の 予測結果の推移
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2-7 ごみの発生量及び処理量の見込み

 1 ごみ排出量の予測結果

人口及びごみ排出量の実績値から 、 将来ごみ量を 予測すると 以下のよう になり ます。

表 2-28 将来ごみ排出量の予測結果 年間排出量 

H30
2018

H31 R1
2019

R2
2020

R8
2026

R13
2031

日 365 366 365 365 366
A 行政区域内人口 毎年  月 日現在 人 352,990 353,371 353,301 355,637 355,603
B 計画収集人口 人 352,990 353,371 353,301 355,637 355,603
C 自家処理人口 人 0 0 0 0 0
D 家庭系  年間排出量  年 76,329 77,697 76,173 74,030 73,833

ア 家庭系 収 集量  年 73,364 74,241 72,835 69,721 68,719
(1)可燃   年 58,113 58,343 57,502 55,241 54,663
(2)不燃 ・ 有害   年 3,051 3,128 2,886 2,883 2,878

2-1 不燃   年 2,955 3,042 2,800 2,808 2,809
2-2 乾電池  年 85 77 78 72 68
2-3 蛍光管  年 11 9 8 4 2

家 (3)粗大   年 255 245 242 242 242
庭 (4)びん・かん  年 2,983 2,946 2,855 2,365 2,213

(5)ペットボトル  年 1,249 1,261 1,256 1,347 1,425
(6)その他プラスチック製容器包装   年 4,015 4,081 4,023 3,985 3,958
(7)紙類  年 3,522 3,679 3,515 3,097 2,779
(8)布類  年 176 557 555 559 560
(9)小型家電 拠点回収   年 1 0 1 1 1

イ 家庭系  直接搬入量   年 2,965 3,456 3,337 4,310 5,114
(1)可燃   年 2,178 2,488 2,406 3,145 3,757
(2)不燃 ・ 有害   年 788 968 931 1,164 1,356

E 事業系  年間搬入量   年 27,667 27,846 28,413 28,992 29,335
ウ 事業系 許可 業者搬入量   年 24,310 23,484 24,676 25,178 25,476

排 (1)可燃   年 24,277 23,443 24,676 25,178 25,476
出 (2)不燃 ・ 有害   年 33 41 0 0 0
量 (3)資源   年 0 0 0 0 0

a)びん・かん  年 0 0 0 0 0
 )ペットボトル  年 0 0 0 0 0

事 エ 事業系 直 接搬入量  年 1,565 2,280 1,869 1,907 1,929
業 (1)可燃   年 1,540 2,221 1,869 1,907 1,929
系 (2)不燃 ・ 有害   年 25 59 0 0 0

オ その他直営定時外搬入量   年 621 909 707 722 730
(1)可燃   年 592 815 707 722 730
(2)不燃 ・ 有害   年 29 94 0 0 0
(3)資源   年 0 0 0 0 0

a)びん  年 0 0 0 0 0
b)かん  年 0 0 0 0 0
c)ペットボトル  年 0 0 0 0 0

カ 脱水汚泥搬入量   年 1,171 1,173 1,162 1,185 1,199
集 F 集団回収量   年 6,129 5,710 5,332 3,575 3,254
団 (1)紙類  年 5,848 5,416 5,057 3,391 3,092
回 (2)布類  年 183 177 165 111 96
収 (3)びん類  年 8 7 6 4 4
量 (4)金属類  年 91 111 104 69 61
計 G  年間 排出量   年 110,125 111,253 109,918 106,597 106,421

項目 単位

年間日数

人口等

予測値実績値
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表 2-29 将来ごみ排出量の予測結果 1 人 1 日当たり ごみ排出量 

H30
2018

H31 R1
2019

R2
2020

R8
2026

R13
2031

日 365 366 365 365 366
A 行政区域内人口 毎年  月 日現在 人 352,990 353,371 353,301 355,637 355,603
B 計画収集人口 人 352,990 353,371 353,301 355,637 355,603
C 自家処理人口 人 0 0 0 0 0
D 家庭系 年間 排出量   人日 592.43 600.74 590.69 570.31 567.29

ア 家庭系 収集 量   人日 569.41 574.03 564.81 537.11 528.00
(1)可燃    人日 451.05 451.11 445.91 425.56 420
(2)不燃 ・ 有害    人日 23.68 24.18 22.38 22.21 22.11

2-1 不燃    人日 22.94 23.52 21.71 21.63 21.58
2-2 乾電池   人日 0.66 0.60 0.60 0.55 0.52
2-3 蛍光管   人日 0.09 0.07 0.06 0.03 0.01

家 (3)粗大    人日 1.98 1.90 1.88 1.87 1.86
庭 (4)びん・かん   人日 23.15 22.78 22.14 18.22 17.00

(5)ペットボトル   人日 9.70 9.75 9.74 10.38 10.95
(6)その他プラスチック製容器包装   人日 31.16 31.55 31.20 30.70 30.41
(7)紙類   人日 27.33 28.45 27.26 23.86 21.35
(8)布類 拠点回収→集積所回収   人日 1.36 4.31 4.31 4.31 4.31
(9)小型家電 拠点回収   人日 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

イ 家庭系 直接 搬入量   人日 23.02 26.72 25.88 33.20 39.29
(1)可燃    人日 16.90 19.23 18.66 24.23 28.87
(2)不燃 ・ 有害    人日 6.11 7.49 7.22 8.97 10.42

E 事業系 年間 搬入量   人日 272.27 215.30 220.33 223.35 225.39
ウ 事業系  許可業者搬入量   人日 221.42 181.58 191.35 193.97 195.74

排 (1)可燃    人日 188.43 181.26 191.35 193.97 195.74
出 (2)不燃 ・ 有害    人日 32.99 0.32 0.00 0.00 0.00
量 (3)資源    人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00

a)びん・かん   人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00
b)ペットボトル   人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00

事 エ 事業系 直接 搬入量   人日 36.94 17.63 14.49 14.69 14.82
業 (1)可燃    人日 11.95 17.18 14.49 14.69 14.82
系 (2)不燃 ・ 有害    人日 24.99 0.46 0.00 0.00 0.00

オ その他直営定時外搬入量   人日 4.82 7.02 5.48 5.56 5.61
(1)可燃    人日 4.60 6.30 5.48 5.56 5.61
(2)不燃 ・ 有害    人日 0.22 0.72 0.00 0.00 0.00
(3)資源    人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00

a)びん   人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00
b)かん   人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00
c)ペットボトル   人日 0 0.00 0.00 0.00 0.00

カ 脱水汚泥搬入量   人日 9.09 9.07 9.01 9.13 9.21
集 F 集団回収量   人日 47.57 44.15 41.35 27.54 25.00
団 (1)紙類   人日 45.39 41.88 39.22 26.12 23.76
回 (2)布類   人日 1.42 1.36 1.28 0.85 0.74
収 (3)びん類   人日 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03
量 (4)金属類   人日 0.71 0.86 0.80 0.54 0.47
計 G  年 間排出量   人日 912.27 860.20 852.38 821.19 817.68

人口等

項目 単位
実績値 予測値

年間日数

将来のごみ発生量及び処理量は、 最終目標年度である令和 13 年度まで現行の施策を反映し 、 推

移するこ と を 見込んだ結果です。

ごみ年間排出量は令和元年度以降、 減少傾向を 示す結果と なっ ています。 最終目標年度の令和

13 年度のごみ年間排出量は、 106, 421t /年が見込まれ、 平成 30 年度実績から 3, 704t の削減が見

込まれます。
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 2 ごみ処理量の予測結果

人口及びごみ処理量の実績値から 、 将来ごみ処理量と 資源化量の内訳を予測すると 以下のよう に

なり ます。

表 2-30 将来ごみ処理量の予測結果

H30
2018

H31 R1
2019

R2
2020

R8
2026

R13
2031

H 中間処理量  I K L M O P  年 104,567 107,079 105,023 103,807 104,304
I 焼却・溶融処理量 資源化センター  年 73,743 69,773 73,337 72,530 72,854

(1)直接焼却量  年 70,057 65,945 69,567 68,823 69,121
(2)可燃性破砕残さ等  年 3,686 3,828 3,770 3,707 3,733

J 焼却残さ等  年 7,269 7,593 7,635 7,551 7,585
(1)スラグ  年 3,419 3,483 3,540 3,501 3,517
(2)飛灰  年 2,498 2,571 2,626 2,597 2,608
(3)鉄・アルミ回収量  年 311 337 319 315 317

鉄  年 272 286 275 272 273
アルミ  年 40 51 44 44 44

(4)処理不適正物   年 1,041 1,203 1,150 1,138 1,143
K 選別・破砕処理量 リサイクル施設   年 8,921 9,140 8,947 8,796 8,858
L せん定枝等処理量 草木類資源化施設   年 331 260 307 313 317
M 焼却処理量 東清掃センター  年 17,966 24,140 19,086 18,879 18,962

(1)直接焼却量  年 17,267 23,245 18,446 18,249 18,327
(2)可燃性破砕残さ等  年 699 895 641 630 634

N 焼却残さ等  年 2,085 2,807 2,242 2,218 2,228
(1)焼却灰  年 1,629 2,248 1,764 1,745 1,752
(2)ば じん  年 456 559 478 473 475
(3)スラグ化量  年 0 - 0 0

O 選別・破砕処理量 東清掃センター  年 3,606 3,766 3,346 3,290 3,313
P その他プラスチック製容器包装処理量(委託)   年 0 - 0 0
Q 総資源化量   年 25,131 28,265 24,693 22,004 21,302

(1)廃乾電池類  年 85 77 79 84 88
(2)廃蛍光管類  年 11 9 13 13 14
(3)処理困難物  年 3 5 4 4 4
(4)焼却灰等資源化   年 5,946 7,137 6,633 6,560 6,589
(5)びん  年 1,278 2,523 1,199 994 930
(6)その他プラスチック製容器包装  年 4,124 4,156 3,281 3,249 3,227
(7)ペットボトル  年 853 774 866 929 982
(8)鉄類  年 1,628 1,795 1,534 1,315 1,249

資源回収分   年 1,356 1,508 1,259 1,043 976
熱回収分  年 272 286 275 272 273

(9)非鉄金属 アルミ等   年 623 680 576 484 456
資源回収分  年 583 629 532 441 412
熱回収分  年 40 51 44 44 44
その他  年 0 0 0 0

(10)廃家電類  年 73 128 76 77 77
(11)紙類  年 3,672 3,862 3,675 3,255 2,937
(12)布類回収量  年 176 557 555 559 560
(13)再生家具販売量  年 23 18 25 25 25
(14)家電4品目  年 5 19 11 11 11
(15)草木類資源化  年 319 412 345 352 356
(16)廃プラ資源化   年 0 0 0 0
(17)小型家電  年 609 403 490 519 543
(18)集団回収量  年 6,129 5,710 5,332 3,575 3,254

R 資源化率 % 22.80 23.60 22.46 20.64 20.02
S 最終処分量  年 2,671 2,926 2,925 2,898 2,916

(1)焼却残さ   年 2,671 2,926 2,925 2,893 2,906
(2)破砕残さ   年 0 0 0 5 10

T 最終処分率 % 2.43 2.63 2.66 2.72 2.74

項目 単位
予測値

施
設
別
処
理
量

資
源
化
量
内
分

実績値
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2-8 「 循環型社会の構築」 を目指すための施策体系

可能な限り 資源の回収を 行う 「 循環型社会の構築」 を 目指すため、 市民、 事業者、 行政がそれぞれ

の役割と 責任を果たし 、 ごみ発生・ 排出抑制をはじ めと し た各種施策に取り 組むと と も に、 環境負荷の

低減に配慮し た施策を 推進し ます。

基本目標 課題 基本方針 施策の区分

【 方針 】 

【 方針 】 

資

源

の

循

環

的

な

利

用

を

促

進

し

、

ご

み

を

減

ら

し

た

美

し

い

ま

ち

川

越

を

実

現

し

ま

す

 
循

環

型

社

会

の

構

築

 

 1  環境教育・ 啓発活動・ 地域活動の推進

市

民

・

事

業

者

・

行

政

の

協

働

に

よ

る

ご

み

減

量

・

資

源

化
 
 
 
 
の

推

進

 2 発生・ 排出抑制の推進 2Rの優先 

 3 再資源化の推進

 4 環境に配慮し た廃棄物処理システムの構築

環

境

負

荷

の

少

な

い

適

正

処

理

の

実

施

【 課題 】 
発生・ 排出抑制の課題

【 課題 】 
資源化の課題

【 課題 】 
事業系ごみの課題

【 課題 】 
収集・ 運搬の課題

【 課題 】 
中間処理の課題

【 課題 】 
最終処分の課題

【 課題 】 
温室効果ガスの発生抑制

に関する課題



53

施策の項目

 ア エコ チャ レ ンジスク ール認定事業

 イ  社会科副読本への掲載

 ア イ ベント や講座の開催

 イ  出前講座 リ モート 検討 

 ウ 事業者向け研修会 リ モート 検討 

 ア 施設見学

 イ  イ ベント ・ リ サイ ク ル体験講座

 ア かわごえ環境推進員

 イ  地域清掃活動 ごみゼロ運動 環境美化活動支援制度等 

 ア マイ バッ ク マイ ボト ル利用等の促進

 イ  生ごみの減量推進

 ウ 食品ロスの削減

 エ 家庭系ごみ有料化の推進

②再使用に関する施策  ア つばさ 館でのリ ユース品頒布

 ア 多量排出事業者認定制度

 イ  事業系ごみ搬入検査

 ウ 事業系ごみ処理手数料の適正化

 エ エコ スト ア・ エコ オフ ィ ス認定の促進

 ア 家庭ごみの分け方・ 出し 方の発行

 イ  ごみ分別アプリ の活用

②リ サイ ク ル活動を支援する施策  ア 集団回収事業 活性化の検討 制度の拡充 収 集方式の検討 

 ア 資源物排出機会の拡充

 イ  プラ スチッ ク 資源循環促進法への対応

 ウ 植木せん定枝類の再資源化の推進

 エ 使用済小型電子機器等の再資源化の推進

 オ 焼却灰等の再資源化の推進

 ア 収集運搬事業の見直し  資源物排出機会の拡充 

 イ  ふれあい収集の充実

 ウ 別収戸 集等の収集方法の検討 有料化と 併せて 

 ア 中間処理施設の適正な維持管理

 イ  計画的な施設整備の推進

 ア 最終処分場の適正な維持管理

 イ  最終処分場の延命化 第二期計画の検討 

 ア 廃棄物処理施設での自然エネルギー発電

 イ  廃棄物処理施設でのごみ発電及び熱利用

 ア 不法投棄対策

 イ  ごみのポイ 捨て等の防止対策

⑥災害廃棄物の対応に関する施策  ア 災害時の廃棄物処理体制の充実

④地球温暖化防止に関する施策

⑤不法投棄対策に関する施策

③事業者の排出抑制

①分別の徹底を推進する施策

③リ サイ ク ルの推進に関する施策

①収集運搬に関する施策

②中間処理に関する施策

②啓発活動に関する施策

③環境プラ ザ つばさ 館 の活用

④市民 協働に関する施策

①発生・ 排出抑制に関する施策

③最終処分に関する施策

取組みの項目

①環境教育に関する施策

図 2-27 「 循環型社会の構築」 を目指すための施策体系図
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 重点的に取り組む施策  

食品ロスの削減【   ①(  ) 】

食品ロスの削減には、 消費者、 事業者などを 問わず、 食べ物を 無駄にし ない 「 も っ た

いない」 と いう 意識の定着を 図っ ていく こ と が重要な課題と なっ ており 、     のタ

ーゲッ ト にも 掲げら れており ます。

食品ロス削減推進法第 11 条による「 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」 に

基づき 、 消費者及び事業者に対し 、 求めら れる役割や行動を実践するこ と が増えるよう 働

き かけていき ます。

プラ スチッ ク の資源循環を 総合的に推進するため「 プラ スチッ ク 資源循環戦略」 が策定

さ れ、ワンウェ イ プラ スチッ ク の使用削減、分かり やすく 効率的な分別回収・ リ サイ ク ル、

海洋プラ スチッ ク 対策などの取組を 推進し ていく と し ており ます。

マイ バッ ク 、 マイ ボト ルの利用等の促進により 、 プラ スチッ ク ごみの発生を抑制し 、 ま

た、 容器包装リ サイ ク ル法に基づく 分別収集による資源の有効活用を図っ ていき ます。 更

には、 プラ スチッ ク 資源循環促進法の施行後の状況等を 踏まえながら 、 分別区分の見直し

等を 検討し ていき ます。

プラスチック  の削減等【   ①(  ) 】【   ③(  ) 】

ごみの発生・ 排出抑制や分別の徹底、 ごみ処理費用負担の公平性確保の観点から 、 家庭

から 排出さ れるごみ処理の有料化を 進めます。

また、 その実施時期については、 社会・ 経済情勢や市の廃棄物処理の状況等を 踏まえ検

討し ていき ます。

家庭系  有料化の推進【   ①(  ) 】
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2-9 施策区分ごと の取組

ごみ処理の基本目標及び基本方針を推進し ていく ため、 市民、 事業者、 行政が、 それぞれの役割と

責任を 果たすと と も に、 それぞれの特性を 活かし ながら 、 協働し て循環型社会を つく り 上げていく

必要があり ます。

また、 循環型社会の構築、 食品ロスの削減、 プラ スチッ ク ごみ対策等は、 持続可能な開発目標  

    と 関連性があり ますので、 目標達成に貢献でき るよう 取り 組みを 進めます。

施策の区分ごと の取り 組み体系を 以下に示し ます。

 1 環境教育・ 啓発活動・ 地域活動の推進

循環型社会の構築に向けて、 ごみの減量・ 資源化を 実行する市民、 地域のごみ問題や環境問題に

取り 組む市民団体、 生産・ 流通・ 販売等の事業活動に携わる 事業者、 廃棄物行政を 担う 行政と の間

で、 ごみに関する情報の共有化を 図り 、 相互に理解するこ と が重要です。

各主体の良好な関係を 醸成するには、環境教育や啓発活動並びに地域活動を通じ て、ごみの減量・

資源化の様々な行動につながるよう な施策を 展開するこ と が重要であり 、 ごみ問題に対する 意識を

高め、 各主体間の相互理解を 深め、 信頼関係を構築し ていく よう な取り 組みを 推進し ます。

表 2-31 環境教育・ 啓発活動・ 地域活動の推進における取り 組みの体系

施策の区分 施策の項目

①環境教育に関する施策  ア エコ チャ レンジスク ール認定事業

 イ  社会科副読本への掲載

②啓発活動に関する施策  ア イ ベント や講座の開催

 イ  出前講座 リ モート 検討 

 ウ 事業者向け研修会 リ モート 検討 

③環境プラ ザ つばさ 館 の活用  ア 施設見学

 イ  イ ベント ・ リ サイ ク ル体験講座

④市民 協働に関する施策  ア かわごえ環境推進員

 イ  地域清掃活動 ごみゼロ運動 環 境美化活動支援制度等 

取組みの項目

 1 

環境教育・ 啓発

活動・ 地域活動

の推進

①環境教育に関する施策

 ア エコチャレンジスクール認定事業

次世代の環境保全・ 創造を 担う 児童・ 生徒を 育成する ため、 川越市環境マネジメ ン ト シス

テムの考え方を 取り 入れ、 環境にやさ し い学校づく り に児童・ 生徒及び教職員が創意工夫し

ながら 取り 組む学校を「 エコ チャ レ ンジスク ール」 と 認定し ています。

 イ 社会科副読本への掲載

4 年生の社会科副読本において、「 ごみと 住みよいく ら し 」 と し て掲載するなど、 児童のご

み処理に対する認識を 深めさ せ、 ごみ減量意識の高揚を 図り ます。



56

②啓発活動に関する施策

(ア) イベントや講座の開催

ごみや環境に関する イ ベン ト や体験型の講座を 積極的に開催し 、 環境への負荷の少ない持

続可能な社会の構築に向け、 市民のごみに対する意識の高揚を図り ます。

(イ) 出前講座 リモート検討 

出前講座の開催により 、 ごみの減量・ 資源化に関する情報提供、 周知・ 啓発の充実を 図り 、

市民のごみに対する意識の高揚を 図り ます。 また、 参加者を 増やし ていく 取り 組み及びウェ

ブ会議システムを 利用し たオンラ イ ン出前講座の開催方法等について検討し ます。

(ウ) 事業者向け研修会 リモート検討 

事業者を対象と し た研修会を開催し 、ごみの減量、資源化への意識向上を図り ます。また、

ウェ ブ会議システムを 利用し たオンラ イ ン研修会の開催方法等について検討し ます。

③環境プラザ つばさ館 の活用

(ア) 施設見学

学校や団体等によ る 施設見学希望への対応、 資源化セン タ ーの見学コ ースを 常時公開する

こ と で、 ごみ処理の現状を確認し 、 ごみ問題への理解を 促進し ます。

(イ) イベント・リサイクル体験講座

ごみ減量・ リ サイ ク ルに関する イ ベン ト やリ サイ ク ル体験講座を 開催し 、 市民・ 事業者の

積極的な参加を促進し ます。

④市民協働に関する施策

(ア) かわ え環境推進員

ごみの減量及び地域の快適な生活環境の保全に関し 、 市と 市民が相互の協力のも と 、 地域

の実情に合っ た推進員活動を 支援し ます。

(イ) 地域清掃活動  ゼロ 運動、環境美化活動支援制度等 

ごみゼロ 運動等の実施や清掃活動を 行う 団体に対する 清掃用具支給等により 、 住民の環境

美化に対する関心を高め、 公共の場の快適な環境づく り を 推進し ます。
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 2 発生・ 排出抑制の推進 2Rの優先 
ごみと し て排出さ れる も のを 減ら すと いう こ と を 優先的に行う こ と が重要です。 市民生活や事業

活動において、 ごみと し て発生する も のを 減ら し 、 ごみになり そう なも のでも 資源と し て有効利用

し ていく こ と で、 資源消費の抑制につながる取り 組みを 、 市民・ 事業者・ 行政が一体と なっ て推進

し ます。

表 2-32 発生・ 排出抑制の推進における取り 組みの体系

施策の区分 施策の項目

①発生・ 排出抑制に関する施策  ア マイ バッ ク マイ ボ ト ル利用等の促進

 イ  生ごみの減量推進

 ウ 食品ロスの削減

 エ 家庭系ごみ有料化の推進

②再使用に関する施策  ア つばさ 館でのリ ユース品頒布

③事業者の排出抑制  ア 多量排出事業者認定制度

 イ  事業系ごみ搬入検査

 ウ 事業系ごみ処理手数料の適正化

 エ エコ スト ア・ エコ オフ ィ ス認定の促進

取組みの項目

 2 

発生・ 排出抑制

の推進 2Rの優

先 

①発生・排出抑制に関する施策

(ア) マイバック、マイボトル利用等の促進【重点】

マイ バッ ク の持参を 促進し 、 ごみと し て排出さ れるレ ジ袋の削減を 図り ます。 あわせて、

過剰包装の自粛を呼びかけます。

また、 使い捨て容器等の削減のため、 マイ ボト ル利用等を 推奨し 、 詰め替え製品の選択な

どを 呼びかけます。

(イ) 生 の減量推 進

家庭から 排出さ れる 生ごみを 減量する ため、 生ごみ処理機器購入費の補助を 行っ ていき ま

す。

また、 公共施設から 排出さ れる生ごみの減量化等を推進し ます。

(ウ) 食品ロスの削減【重点】

市民及び事業者に対し 、 食品ロ スの状況と その影響や削減の必要性について周知を 図ると と

も に、 食品ロスを 削減するための取組を啓発し ていき ます。

また、 未利用食品などを 活用するため、 団体や事業者と 連携を 図り ながら 、 フ ード ド ラ イ ブ

等を実施し ます。

(エ) 家庭系 有 料化の推進【重点】

ごみの発生・ 排出抑制と 分別の徹底を 図る ため、 ごみ処理費用負担の公平性確保の観点か

ら 、 家庭系ごみ処理の有料化の実施を 推進し ます。 有料化にあたっ ては、 ごみ処理費用の分

析及び市民・ 事業者へ情報提供を 行う と と も に、 様々な分野から 意見を 聴取するこ と で、 よ

り 効果的なごみ減量効果が得ら れるよう な方策を検討し ます。
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なお、 有料化制度の検討段階において、 市民と の意見交換を 行う と と も に、 低所得者にも

配慮し た内容で、 市民が納得でき る仕組みづく り を し ます。

②再使用に関する施策

(ア) つばさ館でのリユース品頒布

つばさ 館では、 家具再生工房で粗大ごみを 修理・ 清掃し た「 リ サイ ク ル家具」 や、 自転車

再生工房で放置自転車を 整備し た「 リ サイ ク ル自転車」 の有償頒布、 市民の方の不要と なっ

た衣類、 雑貨類、 本などの無償引き 取り 、 リ ユース品と し て必要と する方へ有償頒布し てい

ます。

今後も 、 も のを 繰り 返し 使う こ と やごみの発生を 抑制し 、 環境負荷の低減を 図る取り 組み

と し て、 市民の利用を働き かけていき ます。

③事業者の排出抑制

(ア) 多量排出事業者認定制度

市の処理施設に月平均 5t 以上 前年度実績 搬入し ている事業者を 、 多量排出事業者と し

て認定し 、 管理責任者の選任、 減量・ 資源化等計画書の作成及び提出、 保管場所の設置を 求

めています。

事業系ごみの減量・ 資源化を 促進する と と も に、 事業者によ るごみ処理の適正化を 図るた

めに、 各事業者の実態を 調査し 、 必要な助言・ 指導を行っ ていき ます。

(イ) 事業系 搬入 検査

清掃セン タ ーに搬入さ れる 事業系ごみについて、 ごみの組成を 把握し 、 許可業者に対し て

適正搬入を 促進し 、 排出元の適正排出を 促すこ と で、 事業系ごみの減量・ 資源化を 推進し ま

す。

(ウ) 事業系 処理手数料の 適正化

清掃センタ ーに搬入さ れる事業系ごみ処理手数料の適正化を 図り ます。

(エ) エコストア・エコオフィス認定の促進

事業者と 消費者の環境に対する 意識を 高める と と も に、 循環型社会の構築を 図るため、 ご

み減量やリ サイ ク ルなどの環境にやさ し い取組を 行っ ている 事業者を エコ スト ア・ エコ オフ

ィ スと し て認定し ています。

広報川越やホームページを 通じ て認定事業者の周知を 図ると と も に、 事業者と の情報共有

や連携等を 検討し ます。



59

 3 再資源化の推進

ごみと し て排出さ れたも ののう ち 、 資源と し て循環利用し ていく こ と で、 温室効果ガス排

出量を 削減する だけでなく 、 天然資源の消費を 抑制する こ と ができ ます。 更に効率的な資源

回収の推進を図っ ていき ます。

表 2-33 再資源化の推進における取り 組みの体系

施策の区分 施策の項目

①分別の徹底を推進する施策  ア 家庭ごみの分け方・ 出し 方の発行

 イ  ごみ分別アプリ の活用

②リ サイ ク ル活動を支援する施策  ア 集団回収事業 活性化の検討 制度 の拡充 収 集方式の検討 

③リ サイ ク ルの推進に関する施策  ア 資源物排出機会の拡充

 イ  プラ スチッ ク 資源循環促進法への対応

 ウ 植木せん定枝類の再資源化の推進

 エ 使用済小型電子機器等の再資源化の推進

 オ 焼却灰等の再資源化の推進

取組みの項目

 3 

再資源化の推進

①分別の徹底を推進する施策

(ア) 家庭 の分け方・出し 方の発行

分別収集の徹底を 図り 、 ごみの資源化を 促進する ため、 家庭ごみを 出す際のごみ区分を わ

かり やすく 示し た『 家庭ごみの分け方・ 出し 方』 を毎年発行し ます。 また、『 ごみ品目マニュ

アル』 の作成と 公開を行います。

(イ)  分別アプリの活用 
市民を 対象に、 ごみ収集日のお知ら せや、 ごみの出し 方、 出すと き の注意点、 ごみの分別

など、 スマート フ ォ ン向けのアプリ を 通じ て、 ごみに関する 様々な役立つ情報を 配信し てい

ます。 アプリ の利用者を 増やし ていく 取り 組みによ り 、 市民の分別意識の高揚等に努めてい

く と と も に、 今後のごみ分別アプリ の運用方法等についても 研究し ていき ます。

②リサイクル活動を支援する施策

(ア) 集団回収事業 活性化の検討、制度の充実、収集方法の検討 

自治会や子供会が自主的に実施し ている集団回収を 支援し 、 ごみの減量・ 資源化を 図り 、

循環型社会を 目指すため、 集団回収を 実施する 団体や協力業者に報償金や補助金を 交付し て

集団回収活動の支援を行います。

また、 実施回数や集団回収実施団体を 増やし ていく 取り 組みについて、 先進事例などを 参

考と し 、 活性化等に向けて検討し ます。

③リサイクル推進に関する施策

(ア) 資源物排出機会の拡充

平成  年実施の市民意識アン ケート 調査結果などを 踏まえながら 、 現在月 回の紙類の

排出機会拡充については、 更に検討し ます。



60

(イ) プラスチック資源循環促進法への対応【重点】

「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 が令和 3 年 6 月に公布さ れ、 製品設計から 廃棄物の処理

までに関わるプラ スチッ ク 資源循環等の取組を 促進するための措置が講じ ら れます。

現在容器包装リ サイ ク ル法に基づき プラ スチッ ク を 分別収集し 、 資源の有効活用に取り 組

んでいますが、 今後の資源化ルート の状況などを 踏まえながら 、 分別区分の見直し 等を 検討

し ます。

(ウ) 植木せん定枝類の再資源化の推進

草木類資源化施設においては、 土壌改良材と し て再資源化を 行い、 更にチッ プ化による草

木類の再資源化を推進し ます。

また、 可燃ごみの減量を 図るため、 草木類資源物の受入拡大を検討し ます。

(エ) 使用済小型電子機器等の再資源化の推進

使用済みの小型家電製品等を 回収し 、 製品に含まれる有用金属の利活用を 推進し ます。

リ チウムイ オン電池の混入による火災を 防止するため、 市民への啓発を 推進すると と も に、

こ れら 電池を安全に回収でき る仕組みについて研究し ていき ます。

(オ) 焼却灰等の再資源化の推進

ごみの資源化及び最終処分場の延命化を 図る ため、 東清掃センタ ーから 発生する焼却灰等

のセメ ン ト 原料化、 資源化センタ ーから 発生する焼却残渣
さ

の再資源化を 推進する こ と で、 環

境負荷の低減に寄与し ていき ます。
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 4 環境に配慮し た廃棄物処理システムの構築

循環型社会を 構築する ためには、 リ サイ ク ルのための分別収集や中間処理における選別など一定

の費用や労力が必要と なるこ と から 、市民・ 事業者に対し て、ごみの分別の徹底を求めると と も に、

効率的な収集運搬、 適正な処理・ 処分を 図り 、 ごみと し て排出さ れたも のを 資源・ エネルギーと し

て再利用し 、 地球温暖化の防止や環境負荷を 最小限化する廃棄物処理システムを 構築し ます。

ごみ処理部門においては、 地球温暖化対策を 踏まえて、 太陽光パネルや焼却時の熱発電システム

を 取り 入れていますが、 令和 年 月 日、「 小江戸かわごえ 脱炭素宣言」 を 表明し ており 、 今後

の施設整備等の機会を 捉えて、 環境負荷の軽減等を検討し ていき ます。

表 2-34 環境に配慮し た廃棄物処理システム構築における取り 組みの体系

施策の区分 施策の項目

①収集運搬に関する施策  ア 収集運搬事業の見直し  資源物排出機会の拡充 

 イ  ふれあい収集の充実

 ウ 戸 別収集等の収集方法の検討 有料化と 併せて 

②中間処理に関する施策  ア 中間処理施設の適正な維持管理

 イ  計画的な施設整備の推進

③最終処分に関する施策  ア 最終処分場の適正な維持管理

 イ  最終処分場の延命化 第二期計画の検討 

④地球温暖化防止に関する施策  ア 廃棄物処理施設での自然エネルギー発電

 イ  廃棄物処理施設でのごみ発電及び熱利用

⑤不法投棄対策に関する施策  ア 不法投棄対策

 イ  ごみのポイ 捨て等の防止対策

⑥災害廃棄物の対応に関する施策  ア 災害時の廃棄物処理体制の充実

取組みの項目

 4 

環境に配慮し た

廃棄物処理シス

テムの構築

①収集・運搬に関する施策

(ア) 収集運搬事業の見直し 資源物排出機会の拡充 

循環型社会の構築に向けた効率的な収集運搬体制の整備を 検討し ます。

(イ) ふれあ 収集の充実 
高齢者・ 身体障害者への対応と し て実施し ている ふれあい収集については、 継続し て実施

すると と も に、 利用者の声を取り 入れながら 、 より よいサービスと し て充実を 図り ます。

(ウ) 戸別収集等の収集方法の検討

家庭ごみ有料化と 併せて、 戸別収集等の収集方法について検討し ます。
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②中間処理に関する施策

(ア) 中間処理施設の適正な維持管理

中間処理施設の適正な維持管理・ 運営を 行い、 維持管理に関する 各種情報について定期的

に広報川越やホームページ等で公表し ます。 また、 センタ ー周辺の住民や環境への影響を 未

然に防止する ため、 大気や水質等について法令で定めら れた技術上の基準を 遵守する と と も

に、 ダイ オキシン類等の測定調査の結果を 公表し ます。

(イ) 計画的な施設整備の推進

老朽化し た中間処理施設を 長期的に稼働さ せるために、 計画的に主要設備の整備を 行い、

施設の延命化を 図り ます。

③最終処分に関する施策

(ア) 最終処分場の適正な維持管理

最終処分場において、 法令に基づく 基準を 遵守し た維持管理を 行う と と も に、 周辺環境に

ついて定期的な監視を 実施し 結果を 公表し ます。 また、 老朽化が進む浸出水処理施設の整備

について検討し ます。

(イ) 最終処分場の延命化 第二期計画の検討 

資源物の分別収集を 推進するこ と によ る焼却量の削減及び焼却残渣等の資源化を 推進する

と と も に、 外部処分場の活用を 進める こ と で、 小畔の里ク リ ーン セン タ ーの延命化を 図り ま

す。 また、 残容率の減少に伴い、 敷地内にある第二期埋立地の活用について検討し ます。

④地球温暖化防止に関する施策

(ア) 廃棄物処理施設での自然エネルギー発電

環境プラ ザと 草木類資源化施設に設置し ている太陽光発電施設を 中心と し た自然エネルギ

ー発電を行い、 地球温暖化防止に努めます。

(イ) 廃棄物処理施設での  発電及び熱利用

廃棄物処理施設に搬入さ れたごみについて、 焼却処理する際に発生する 熱エネルギーを 可

能な限り 回収し 、 有効利用を図るこ と で、 地球温暖化の防止に努めます。
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⑤不法投棄対策に関する施策

(ア) 不法投棄対策

市民の協力を 得ながら 、 関係機関と の連携を 図り 、 不法投棄防止パト ロ ールの実施等によ

り 、 不法投棄の未然防止、 早期発見及び早期対応に努めます。

(イ)  のポイ捨て等の防止対策 
空き 缶やたばこ の吸いがら 等のポイ 捨て防止については、 市民団体と 連携し 、 啓発活動を

展開し ます。

⑥災害廃棄物の対応に関する施策

(ア) 災害時の廃棄物処理体制の充実

令和 年 月策定の「 川越市災害廃棄物処理計画」 に基づき 、 事前訓練や仮置場候補地の

拡充などを 推進し ます。 また、 産業廃棄物処理施設の活用等について検討し ます。
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2-10 ごみの種類及び分別の区分

本市が収集するごみ及び処理施設に持ち込むごみについては、 図 2-28 のと おり と し ます。

ご み

資源物 プ ラ ス チッ ク 製容器包装

可燃ご み びん・ かん

不燃ご み ペッ ト ボト ル

粗大ご み 紙類

布類

使用済小型電子機器等

有害ご み 乾電池、 蛍光管等 

図 2-28 分別し て排出するごみの種類と 分別区分

現状と 同様に、 表 2-35 に示す物は、 本市が行う ごみ処理の対象と し ません。

表 2-35 本市では収集・ 処理でき ないごみ 再掲 
ごみの種類 収集対象外の廃棄物 排出方法

適正処理困難物
バイ ク など

専門業者に相談する

農薬など

特殊耐圧容器 消火器

資源物 二次電池 充電式電池 

医療系ごみ 鋭利なも の、 感染性廃棄物

家電リ サイ ク ル法の

対象品目

テレビ ブラ ウン管・ 液晶・ プラ ズマ 、 エアコ

ン、 冷蔵庫・ 冷凍庫、 洗濯機・ 衣類乾燥機

資源有効利用促進法の

対象品目

パソ コ ン

 ノ ート 型、 デスク ト ッ プ型本体・ ディ スプレイ 

産業廃棄物 産業廃棄物
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2-11 ごみの適正処理

ごみの性状を 考慮し た区分ごと の処理方法及び当該処理方法ごと の処理主体について定めます。 また、

処理方法については、 収集・ 運搬計画、 中間処理計画 再生利用を 含む 、 最終処分計画について、 それ

ぞれ定めます。

 1 収集・ 運搬計画

①収集・運搬の基本方針

市民に対し て、 本市のごみ分別に従っ て分別を徹底するよう 周知を図り ます。

また、 分別排出さ れたごみについては、 資源化及び適正処理・ 処分が図れるよう 迅速かつ衛生

的に収集・ 運搬し ます。

②収集区域及び収集人口

収集区域、 本市の行政区域全域を ごみ処理対象区域と し ます。 また、 収集人口は、 本市の将来

人口と 同じ よう に、 令和 8 年度では、 355, 637 人、 令和 13 年度では、 355, 603 人を見込んでいま

す。

③収集体制

収集体制は、 表 2-36 のと おり と し ます。
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表 2-36 収集体制

ごみの区分 収集頻度 主な収集品目 排出方法 収集方式 収集主体

可燃ごみ 2 回/週
台所ごみ、 皮革製品、 小枝、 板、

落ち葉、 布団等

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

草木類は長さ 50cm未満

に切り 、 ひも でし ばる

ステーショ ン

方式

直営

委託

プ ラ ス チ ッ ク 製容器

包装
1 回/週

プラ マーク の付いたボト ル類、

カ ッ プ・ パッ ク 類、 網・ ネッ ト

類、 ポリ 袋・ ラ ッ プ類、 緩衝材

類、 ト レ イ 類、 フ タ 類、 チュ ー

ブ類など

中身を 捨てて、 軽く ゆ

すぎ、 フ タ がある も の

はフ タ を はずし 、 白色

半透明袋または無色透

明袋で排出する

委託

びん・ かん 1 回/2 週
飲食料品・ 化粧品のびん及び飲

料用・ 缶詰のかん、 スプレー缶

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

び ん と か ん は 同 じ 袋

に、 スプレ ー缶は別の

袋に入れて排出する

委託

ペッ ト ボト ル 1 回/2 週

PET マ ーク の付いた 清涼飲料

水・ 酒類・ し ょ う ゆ・ めんつゆ

などのペッ ト ボト ル

フ タ を 外し て中身を 洗

い、 白色半透明袋また

は無色透明袋で排出す

る

不燃ごみ 1 回/4 週

金属類、 ガラ ス製品、 陶磁器、

概ね 50cm未満の家電製品、自転

車 電動自転車を除く  など

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

割れも の、 ガラ ス、 電

球などは紙等に包み、

品目名を 記入し て袋に

入れる

有害ごみ

( 水銀含有ごみ)
1 回/4 週

乾電池、 水銀体温計、 蛍光管、

水銀血圧計など

乾電池、 水銀体温計、

水銀血圧計などは、 白

色半透明袋または無色

透明袋で袋に有害ごみ

と 表示し て排出する

蛍光管は購入時のケー

スに入れて排出する

粗大ごみ 随 時

家具類、 じ ゅう たん、

最大辺が 50cm 以上の家電製品

など

電話申し 込みによ り 戸

別収集する 予約制 

リ ク エスト

収集 有料 
直営

紙類 1 回/月
新聞紙、 雑がみ、 段ボール、 紙

パッ ク

それぞれの品目毎に分

けて、 ひも でし ばる

ステーショ ン

方式

直営

委託

布類 1 回/4 週
衣類、 下着類、 毛布・ タ オル・

シーツなど

白色半透明袋または無

色透明袋で排出する

ステーショ ン

方式
委託

使用済小型電子機器等 随 時
投入口 縦 10cm×横 25cm に入

る小型家電製品など

市内10ヶ 所に設置し て

いる 回収ボッ ク スに入

れる

ボックス回収 直営
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④収集・運搬量の見込 
家庭系ごみの収集量の見込みを表 2-37、 図 2-29 に示し ます。

表 2-37 家庭系ごみの収集量の見込み

年度

平成30年度 令和元年度 令和  年度 令和  年度 令和13年度

58, 113 58, 343 57, 502 55, 241 54, 663

3, 051 3, 128 2, 886 2, 883 2, 878

255 245 242 242 242

2, 983 2, 946 2, 855 2, 365 2, 213

1, 249 1, 261 1, 256 1, 347 1, 425

4, 015 4, 081 4, 023 3, 985 3, 958

3, 522 3, 679 3, 515 3, 097 2, 779

176 557 555 559 560

1 0 1 1 1

73, 364 74, 241 72, 835 69, 721 68, 719

予測値

合計

粗大ご み

資
源
ご
み

びん  びん・ かん合計  
ペッ ト ボト ル

プ ラ ス チ ッ ク 製容器包装

紙類

布類  拠点回収→集積所回収  
使用済小型電子機器等       回収等  

不燃ご み・ 有害ご み

実績値

区分

可燃ご み  ふれあい収集含む  

75, 059
73, 577

73, 615 73, 364

74, 241
72, 835 72, 324 71, 812 71, 496 70, 792 70, 283 69, 721 69, 347 68, 768 68, 687 68, 609 68, 719

0

10, 000

20, 000

30, 000

40, 000

50, 000

60, 000

70, 000

80, 000

90, 000

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

可燃ごみ

 ふれあい収集含む 

不燃ごみ・ 有害ごみ

粗大ごみ

びん・ かん

ペッ ト ボト ル

プラ スチッ ク 製

容器包装

紙類

布類

使用済小型電子機器等

年度

平成・ 令和

単位  年 

実績値 予測値

図 2-29 家庭系ごみの収集量の見込み

 単位 t/年 
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 2 中間処理計画

①中間処理に関する基本方針

現在、 本市では東清掃センタ ー 焼却施設、 リ サイ ク ル施設 及び資源化センタ ー 熱回収施

設、 リ サイ ク ル施設、 草木類資源化施設 において中間処理を 行っ ています。

東清掃センタ ーでは焼却灰及びばいじ んの再資源化を 実施し 、 また資源化センタ ーでは、 溶融

スラ グの工事等へ利用推進及び焼却残渣の再資源化を実施し 、 最終処分量を 可能な限り 少なく し

ます。

②中間処理量の見込 
中間処理量の見込みを表 2-38、 図 2-30 に示し ます。

表 2-38 中間処理量の見込み

年度

平成30年度 令和元年度 令和  年度 令和  年度 令和13年度

東清掃セ ン タ ー処理量 21, 571 27, 907 22, 432 22, 168 22, 275

焼却施設 17, 966 24, 140 19, 086 18, 879 18, 962

リ サイ ク ル施設 3, 606 3, 766 3, 346 3, 290 3, 313

資源化セ ン タ ー処理量 82, 996 79, 173 82, 591 81, 639 82, 029

熱回収施設 73, 743 69, 773 73, 337 72, 530 72, 854

リ サイ ク ル施設 8, 921 9, 140 8, 947 8, 796 8, 858

草木類資源化施設 331 260 307 313 317

104, 567 107, 079 105, 023 103, 807 104, 304

焼却対象処理量 91, 709 93, 913 92, 424 91, 409 91, 816

選別・ 破砕処理量 12, 527 12, 906 12, 293 12, 086 12, 171

草木類資源化量 331 260 307 313 317

予測値実績値

区分

合計

105, 512 105, 804 105, 538 104, 567
107, 079

105, 023 104, 851 104, 667 104, 684 104, 280 104, 075 103, 807 103, 738 103, 434 103, 656 103, 880 104, 304

0

20, 000

40, 000

60, 000

80, 000

100, 000

120, 000

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

草木類資源化量

選別・ 破砕処理量

焼却対象処理量

年度

平成・ 令和

単位   年

実績値 予測値

図 2-30 中間処理量の見込み

 単位 t/年 
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表 2-39 資源化量及び資源化率の予測結果

年度

平成30年度 令和元年度 令和  年度 令和  年度 令和13年度

総ごみ排出量 110, 125 111, 253 109, 918 106, 597 106, 421

集団回収量 6, 129 5, 710 5, 332 3, 575 3, 254

中間処理による資源化量 17, 436 18, 319 15, 290 14, 773 14, 708

直接資源化量 3, 697 4, 236 4, 071 3, 657 3, 340

総資源化量 27, 262 28, 265 24, 693 22, 004 21, 302

資源化率 22. 80% 23. 60% 22. 46% 20. 64% 20. 02%

※それぞれ四捨五入し て いる ため、 内訳の計が合計と 一致し な い場合があり ま す。

実績値

区分

予測値

 3 最終処分計画

①最終処分に関する基本方針

ごみの発生・ 排出抑制及び資源物の分別排出徹底による資源の回収量増大、 中間処理による資

源回収及び焼却灰等の再資源化の推進によっ て、 最終処分量の削減を図っ ていき ます。

最終処分に際し ては、 今後も 小畔の里ク リ ーンセンタ ーにおいて埋立処理を 行う も のと し ます

が、 最終処分量の削減による埋立容量を 確保し つつ、 環境への負荷を軽減し 、 安全かつ安心し て

処分が継続でき る体制を保持し ていく 方針です。

②最終処分量の見込 
最終処分量の見込みを表 2-40、 図 2-31 に示し ます。

表 2-40 最終処分量の見込み

年度

平成30年度 令和元年度 令和  年度 令和  年度 令和13年度

最終処分量 2, 671 2, 926 2, 925 2, 893 2, 906

実績値

区分

予測値

3, 083
2, 946

3, 057

2, 671

2, 926 2, 925 2, 921 2, 916 2, 917 2, 906 2, 900 2, 893 2, 891 2, 883 2, 889 2, 895 2, 906

0
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平成・ 令和

単位   年

実績値 予測値

図 2-31 最終処分量の見込み

 単位 t/年 

 単位 t/年 
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2-12 ごみ処理施設の整備

 1 ごみ処理施設の整備に関する基本方針

資源化センタ ーや東清掃センタ ーなどの中間処理施設については、 整備・ 機器の法定点検や保守

点検及び補修等を継続的に実施し 、 施設機能の保全に努めていき ます。

最終処分場については、 小畔の里ク リ ーンセンタ ーの埋立残容量は少なく なっ ており 、 民間の最

終処分場を活用するこ と で適正に処理し ており ます。また、最終処分場から の浸出水の処理施設は、

平成元年から 供用開始し ているため、 老朽化が進んでいます。 今後も 継続し て、 小畔の里ク リ ーン

センタ ーを利用するために、 適切な維持管理体制を 構築すると と も に、 計画的な補修及び二期工事

の必要性について、 検討を進めていき ます。

2-13 その他のごみの処理に関し 必要な事項

①廃棄物減量等推進審議会

本計画の進行管理に当たり 、 年次単位に点検・ 評価に関する報告書をまと めて廃棄物減量等推進

審議会に報告し 、 ご意見をいただく こ と で計画の客観的評価を行う こ と と し ます。

②かわ え環境推進員制度

地域レ ベルでのごみの減量・ 資源化の取り 組み、 分別の徹底及び地域環境美化に関し て地域の実

情に合っ た活動を 推進するため、 かわごえ環境推進員制度が設置さ れており 、 その制度を 活用し て

地域の実情に応じ た計画の推進を 図り ます。

③市で受け入れで な とした の対応  
市で受け入れでき ないごみと し た適正処理困難物や医療系ごみ等は、 排出者自ら 専門の処理業者

等に依頼し て処理するよう 指導し ます。

④他団体との協力

本計画の推進に当たっ ては、 国、 本市以外の地方自治体、 事業者団体、 市民団体などの多様な団

体の協力が必要と なり ます。 機会をと ら え、 他団体と の密接な協力関係の構築に努めます。
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